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(
二
)
宝
鶏
市
博
物
館
編
『
宝
鶏
漁
国
墓
地
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。

(
三
)
溝
陽
故
宮
博
物
館
・
洛
陽
市
文
物
管
理
弁
公
室
「
藩
陽
鄭
家
窪
子
的
両
座
青
銅
時
代
墓
葬
」
『
考
古
学
報
』

(
四
)
福
岡
市
教
育
委
員
会
『
吉
武
高
木

l
弥
生
時
代
埋
葬
遺
跡
の
調
査
概
要
|
』
一
九
八
六
年
。

福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
『
早
良
王
墓
と
そ
の
時
代
|
墳
墓
が
語
る
激
動
の
弥
生
社
会
|
』
一
九
八
六
年
。

一
九
七
五
年
第
l
期。
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は
じ
め
に
|
|
類
似
性
の
逆
説

ル
イ
H

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
肖
像
と
い
う
の
が
知
ら

『
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
』
に
載
っ
た
有
名
な
戯
画
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
王
様
、

れ
て
い
る
(
図
1
)
。
左
上
に
は
、
飽
食
の
た
め
か
下
膨
れ
の
、
見
慣
れ
た
王
の
山
円
像
が
あ
る
。
右
下
に
は
お
な
じ
よ
う
に
下
膨

れ
し
た
西
洋
梨
が
描
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
に
は
、
傷
で
も
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
八
の
字
の
下
の
縦
線
二
本
と
そ
の
あ
い

だ
に
ぶ
っ
ち
が
い
の
罰
点
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
周
囲
を
右
う
え
か
ら
左
下
に
か
け
て
順
番
に
見
て
行
く
と
、
最
初
は
王
様

の
肖
像
で
あ
っ
た
も
の
が
、
徐
々
に
西
洋
梨
へ
と
化
け
て
ゆ
く
過
程
が
み
え
て
く
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
最
後
の
画
面
の
八

の
字
は
垂
れ
目
、
立
て
棒
二
本
に
罰
点
は
口
と
鼻
、
と
み
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
否
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ン
は
、
一
度
視
覚
的
に
刷
り

込
ま
れ
れ
ば
、
こ
れ
が
い
や
お
う
な
く
王
様
の
戯
画
を
し
か
意
味
し
な
い
こ
と
を
、
音
ω
図
的
に
利
用
し
て
い
た
。

さ
て
こ
こ
で
最
初
の
質
問
。
こ
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ン
の
戯
画
で
、
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
が
王
様
の
商
像
で
、
ど
こ
か
ら
が
西
洋

1
1
1
1
1
1
l
i
p
-
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「梨」

の
絵
が
司
法
当
局
に

梨
の
絵
だ

一
見
笑
い
話
に
み
え
る
が
、

実
際
に
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ン
が
刊
行
し
た

法
廷
で
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ン

と
い
え
る
の
か
。

が
裁
判
官
に
む
か
つ
て
問
う
た
質
問
が
こ
れ
だ
、

と
い
わ
れ
て
い
る
。

出
版
条
例
違
反
だ
か
で
裁
判
沙
汰
と
な
っ
た
際
に
、

こ
れ
に
先
立
ち
、

す
で
に
一
八
三
二
年
に
は
仲
間
の
オ

よ
っ
て
差
し
止
め
に
さ
れ
、

肖
像
権
侵
害
だ
か
、

ノ
レ
・
ド

l
ミ
エ
が
、

当
時
の
政
界
の
大
物
を
描
い
た
戯
画
の
中
央
に
、

デ
ン
と
据
え
て
い
た
(
図
2
)
。
ど
う
や
ら
「
類
似
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
は
、

本
稿
で

ど
う
み
て
も
西
洋
梨
と
し
か
み
え
な
い
堂
々
た
る
物

視
覚
対
象
の
客
観
的
な
特
性
と
い
う
よ
り

体
を
、

は
、
視
線
を
投
げ
か
け
る
側
の
個
人
的
な
認
知
あ
る
い
は
集
合
的
な
同
意
の
い
か
ん
に
拘
わ
る
問
題
で
あ
る
ら
し
い
。

人
々
が
何
か
と
何
か
は
似
て
い
る
と

一
方
か
ら
他
方
へ
の
影
響
が
あ
る
、

類
似
認
識
の
集
団
的
共
有
の
有
無
を
司
る
機
構
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
。

そ
う
し
た
判
断
を
背
後
で
支
え
て
い

問
題
に
し
た
の
は
、

ふ
Mる

の
は
、

ど
の
よ
う
な
機
制
な
の
だ
ろ
う
か
。 な

ど
と
確
信
し
た
り
納
得
し
た
り
す
る
と
き
、

あ
い
に
く
手
元
に
『
認
識
と
パ
タ
ン
』

こ
こ
で
渡
辺
慧
の
「
醜
い
ア
ヒ
ル
の
子
の
定
理
」
の
復
習
を
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

読
者
に
ご

一
任
申
し
上
げ
る
)
、

一
般
向
き
に
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、

似
て
も
似
つ
か
ぬ
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
(
類
似
性
の
程
度
判
断
は
、

類
似
の
基
準
を
立
て
れ
ば
立
て
た
だ
け
、
そ

数
学
的
に
見
る
か
ぎ
り
、

(
岩
波
新
書
)
が
な
い
の
で
、

も
の
ご
と
を
比
較
す
る
場
合
に
類
似
を
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

れ
と
同
数
の
差
異
が
見
い
だ
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
て
、

と
い
っ
た

内
容
だ
っ
た
。

世
界
を
言
葉
に
分
か
ち
、

そ
れ
以
外
を
無
視
す
る
か
と
い
う
価
値
判
断
が
暗
黙
の
う
ち
に
介
入
し
て
く
る
、

分
類
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、

そ
れ
は
そ
の
場
そ
の
場
の
有

め
に
は
、

ど
の
類
似
を
重
視
し
、

生
活
す
る
た
め
に
は
、

用
性
の
度
合
い
に
従
っ
た
分
類
で
あ
っ
て

(
「
科
学
」

と
て
例
外
で
は
な
い
て

有
用
性
の
基
準
は
、

何
が
重
要
か
否
か
の
判
断

そ
こ
に
は
類
似
か
否
か
の
判
断
を
下
し
た
側
の
価
値
体
系
が
透
け
て
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

を
背
後
に
控
え
て
お
り
、

と
い
う
の
が

「
醜
い
家
鴨
の
仔
の
定
理
」

要
す
る
に
、

認
識
と
価
値
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
、

認
識
論
的
に
誤
謬
で
あ
る
、

可曹
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(
渡
辺
氏
は
こ
の
表
記
だ
っ
た
は
ず
)
の
教
え
。
そ
し
て
実

際
極
論
す
れ
ば
、
あ
る
も
の
を
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
似

て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
指
し
示
す
こ
と
も
で
き
(
こ
れ

は
言
語
の
定
義
だ
て
あ
る
文
化
的
文
脈
に
属
す
る
構
成
員

を
対
象
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
類
似
性
の
欠
知
し
た
記

号
」
の
な
か
に
、
全
員
一
致
で

(
あ
り
も
し
な
い
筈
の
)

同
一
性
を
認
知
す
る
よ
う
に
事
態
を
仕
組
む
こ
と
だ
っ
て
、

容
易
に
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

一
八
三
四
年
に
グ
ラ
ン
ヴ

図 3

ィ
ル
の
描
い
た
「
カ
リ
カ
チ
ュ

l
ル
・
フ
ィ
ジ
オ
ノ
ミ
ツ

ク
」
に
は
、
人
間
の
横
顔
を
あ
る
一
定
の
変
換
基
準
で
変

形
し
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
蛙
の
横
顔
、
に
変
貌
す
る
、
と
い

う
疑
似
科
学
的
図
解
が
見
え
る
(
図
3
)
。
こ
こ
で
も
、
右

端
の
蛙
か
ら
逆
算
し
て
、
左
端
の
人
物
に
「
蛙
顔
」
類
型

と
い
う
「
類
似
」
性
を
想
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
右
端

と
左
端
と
で
は
ま
っ
た
く
属
性
を
共
有
し
な
い
顔
面
が
、

一
定
の
曲
率
の
変
形
規
則
で
形
成
さ
れ
う
る
こ
と
に
、
創

造
の
神
秘
を
嘆
ぎ
取
る
か
で
、
そ
の
読
解
は
ま
っ
た
く
性

質
を
異
に
す
る
だ
ろ
う
。

司盟
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司圃

一
、
類
似
性
認
知
の
機
構

と
す
れ
ば
、
類
似
性
に
関
す
る
科
学
と
は
、
類
似
の
有
無
を
検
証
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
の
水
準
の
科
学
と
い
う
よ
り
は
、
そ

れ
に
劣
ら
ず
認
識
主
体
に
い
か
に
し
て
類
似
あ
る
い
は
類
似
の
欠
知
を
意
識
さ
せ
、
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
説

得
術
、
あ
る
い
は
修
辞
学
の
問
題
と
も
な
る
。
こ
う
し
た
前
提
に
立
ち
、
ま
だ
お
よ
そ
科
学
的
と
は
い
い
が
た
い
初
歩
的
な
実

験
を
実
施
し
た
。
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
資
料
を
被
験
者
に
手
渡
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
両
者
に
類
似
を
感
じ
る
か
否
か
を
マ
ー
ク
し
て

も
ら
う
、
と
い
う
方
式
を
用
い
た
。
採
用
し
た
イ
メ
ー
ジ
群
は
、
(
ア
)
美
術
史
学
の
領
域
で
、
専
門
家
の
あ
い
だ
で
は
、
こ
れ

と
い
っ
た
厳
密
な
基
準
も
な
い
ま
ま
、
並
べ
て
掲
載
す
る
う
ち
に
、
相
互
に
影
響
関
係
が
あ
る
と
の
了
解
が
な
ぜ
か
成
立
し
、

こ
れ
と
い
っ
た
反
論
も
な
い
ま
ま
、
い
つ
し
か
学
会
の
通
説
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
。
(
イ
)
そ
れ
と
酷
似
し
た
例
な
の
に

な
ぜ
か
影
響
関
係
が
学
会
で
は
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
事
例
。
(
ウ
)
純
粋
造
形
的
に
は
両
者
そ
っ
く
り
だ
が
、
歴
史
的

状
況
証
拠
か
ら
い
っ
て
、
専
門
家
の
あ
い
だ
で
は
影
響
関
係
が
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
。
(
エ
)
集
合
的
に
あ
る
問
題
意
識
に
沿

っ
て
現
れ
た
、
類
似
構
図
群
な
ど
、
で
あ
っ
た
。

問
い
と
し
て
は
、
(
一
)
最
初
に
、
施
験
者
か
ら
は
何
ら
の
予
備
的
知
識
も
与
え
ず
に
、
い
わ
ば
直
観
的
に
類
似
を
感
じ
る
か

否
か
を
回
答
し
て
戴
き
、
(
二
)
つ
づ
い
て
被
験
者
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
群
の
関
係
に
つ
い
て
状
況
証
拠
な
ど

の
説
明
を
加
え
て
、
再
度
吟
味
戴
き
、
影
響
の
有
無
に
関
す
る
判
断
が
変
わ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
を
返
答

し
て
戴
く
。
(
三
)
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
を
下
し
た
の
か
も
、
余
裕
の
あ
る
範
囲
で
返
答
を
戴
く
。
(
四
)
と
り
わ
け
、
説
明

の
前
後
で
類
似
の
有
無
の
判
定
が
変
化
し
た
場
合
に
は
、
類
似
か
ら
類
似
欠
如
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
判
断
が
う
ご
い
た
理
由
、

判
断
基
準
の
異
同
、
自
ら
の
判
断
へ
の
疑
念
な
ど
記
述
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
(
五
)
そ
の
う
え
で
、
試
験
に
用
い
た
図
版

に
関
し
て
事
前
に
知
識
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
初
見
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
か
を
記
入
し
て
も
ら
っ
た
。
(
六
)
最
後
に
参
考
ま

で
(
と
偽
っ
て
、
被
害
験
者
の
視
覚
特
性
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
た
め
て
各
被
験
者
の
ご
専
門
も
欄
外
に
注
記
し
て
い
た
だ
い

た
(
な
お
版
権
の
関
係
で
実
験
図
版
全
体
は
、
採
録
で
き
な
い
)
。

デ
ー
タ
数
や
管
理
の
杜
撰
か
ら
、
統
計
的
処
理
も
不
可
能
で
、
ま
だ
ま
だ
思
い
つ
き
段
階
の
実
験
だ
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ

た
、
と
り
あ
え
ず
の
暫
定
的
な
観
察
結
果
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

;-、、

一、、，〆

ふ
た
つ
の
物
体
や
映
像
に
類
似
を
見
い
だ
す
か
否
か
に
は
、
個
人
差
の
ば
ら
つ
き
が
、
か
な
り
大
き
い
。

そ
う
し
た
類
似
判
定
を
下
す
場
合
の
、
暗
黙
の
基
準
i
|
|
つ
ま
り
も
っ
と
も
意
味
の
あ
る
基
準
と
し
て
何
を
優
先
的

に
選
択
す
る
か
ー
ー
も
ま
た
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
よ
る
個
体
差
の
ば
ら
つ
き
が
、
か
な
り
大
き
い
。

ま
た
こ
う
し
た
類
似
性
判
定
を
陰
で
支
え
る
基
準
(
お
よ
び
そ
の
食
い
違
い
)
は
、
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
、
類
似

か
否
か
で
被
験
者
の
見
解
が
分
か
れ
た
と
き
に
、
初
め
て
明
る
み
に
出
る
こ
と
が
多
い
。

反
対
に
、
類
似
か
否
か
の
判
断
が
全
員
一
致
の
場
合
に
は
、
一
致
し
た
理
由
は
問
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
が
、
吟
味

し
て
み
る
と
、
全
員
が
同
様
の
基
準
に
よ
っ
て
同
一
の
結
論
に
達
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

ま
た
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
大
多
数
の
一
致
が
直
観
的
に
成
立
す
る
場
合
ほ
ど
、
暗
黙
の
判
断
基
準
を
明
示
的
・
言
語

的
に
分
節
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
言
語
化
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
根
拠
薄
弱
な
常
識
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は

集
団
的
な
範
時
矛
盾
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
類
似
判
定
の
基
準
は
、
個
々
人
の
受
け
て
き
た
教
育
、
個
々
人
の
専
門
技
能
や
専
門
と
す
る
分
野
に
よ
っ

て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
と
り
わ
け
高
度
の
専
門
職
が
そ
の
専
門
に
自
信
を
も
っ
て
く
だ
す
類
似
判
定
の
場
合
、
意
識

，ーー、ー

一
、、--

〆'旬、、

一一一、同，〆
(
問
)

(
五
)
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体
的
、

限
ら
れ
た
弁
別
基
準
だ
け
を
無
条
件
に
優
先
し
、

総
合
的
な
判
断
が
疎
か
に
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

分
析
的
記
述
に
固
執
し
て
、

か
え
っ
て
全

化
が
徹
底
し
て
い
る
分
、

(
七
)

反
対
に
、

比
較
的
初
期
教
育
段
階
で
刷
り
込
ま
れ
た
判
定
基
準
は
、

同
様
の
教
育
を
う
け
て
き
た
集
団
内
で
は
、

暗

そ
の
教
育
に
よ
る
刷
り
込
み
の
特
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
は
、

集
合
的
に

黙
の
ま
ま
共
有
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く

(
例
え
ば
異
文
化
)
集
団
と
の
比
較
が
不
可
欠
と
な
る
。

異
な
っ
た
判
断
を
示
す

(
八
)

さ
ら
に
、

被
験
者
の

対
象
と
な
る
事
例
に
た
い
す
る
施
験
者
の
専
門
的
権
威
が
大
き
い
だ
け
、
被

類
似
の
有
無
を
判
定
す
る
際
の
条
件
付
け

(
す
な
わ
ち
試
験
実
施
者
の
修
辞
法
)

に
よ
っ
て
、

判
断
は
、

か
な
り
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

験
者
に
た
い
す
る
影
響
も
大
き
い
だ
ろ
う
と
、

一
般
に
は
予
測
で
き
る
。

九

、
-
J
』

J

、

J

J
ナ
J
P
Z
L

施
験
者
か
ら
被
験
者
の
被
る
影
響
の
大
き
さ
は

(
施
験
者
の
権
威
へ
の
反
発
と
し
て
、

か
え
っ
て
逸
脱
し

た
捻
く
れ
回
答
を
記
す
可
能
性
も
含
め
)
、

被
験
者
の

「
性
格
」

に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

二
、
類
似
性
納
得
の
陥
穿

以
上
の
よ
う
な
観
察
が
あ
る
程
度
有
効
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
、
い
く
つ
か
由
々
し
き
帰
結
が
導

か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
を
三
段
論
法
で
戯
画
化
し
て
み
よ
う
。
(
一
)
類
似
の
科
学
は
、
何
が
類
似
し
て
い

る
か
否
か
、
と
い
う
観
察
対
象
を
め
ぐ
る
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
反
対
に
、
ど
う
し
て
類
似
の
有
無
を
判
定
し
て
し
ま

う
の
か
、
と
い
う
観
察
者
の
側
の
問
題
を
も
扱
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
(
二
)
さ
ら
に
、
そ
の
観
察
者
の
側
の
類
似
判
定
に
関
す
る

判
断
基
準
が
け
っ
し
て
一
義
的
で
は
な
い
以
上
、
観
察
者
同
士
の
観
察
行
為
に
お
け
る
類
似
の
有
無
が
問
題
と
な
る
。
(
三
)
だ

可可

い
っ
た
い
い
か
な
る
価
値

が
、
と
な
れ
ば
今
度
は
、
観
察
者
群
に
お
け
る
観
察
行
為
の
類
似
の
有
無
を
判
定
す
る
研
究
者
が
、

判
断
に
よ
っ
て
、
観
察
者
群
の
類
似
の
有
無
を
判
定
し
た
か
、
と
い
う
問
題
が
発
生
し
:
:
:
(
以
下
略
)
。

右
の
事
態
を
図
解
す
る
具
体
例
を
暴
露
し
て
お
こ
う
。
実
は
、
本
書
の
執
筆
者
の
皆
様
に
も
、
研
究
会
の
お
り
被
験
者
(
と

い
う
よ
り
被
害
者
)
に
な
っ
て
戴
い
た
の
だ
が
、
実
験
回
答
用
紙
の
欄
外
に
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
が
面
白
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
技
術
関
連
の
専
門
家
に
は
、
数
学
的
あ
る
い
は
幾
何
学
的
な
合
同
あ
る
い
は
相
似
が
成
立
し
な
い
比
較
に
は
、
一
切
す
べ
て

類
似
性
は
欠
如
、
と
の
「
狭
い
」
判
定
を
1

1

意
図
的
に
1

i

下
す
被
験
者
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
右
の
(
六
)
に
当
て
は
ま
る

事
例
だ
が
、
そ
う
し
た
自
分
の
立
脚
点
を
意
識
し
た
う
え
で
、
さ
て
そ
れ
を
無
条
件
に
絶
対
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、

自
分
の
日
ご
ろ
の
専
門
的
常
み
の
前
提
を
再
ぴ
問
い
直
す
、
と
い
う
方
向
に
導
か
れ
る
か
に
は
、
個
体
差
が
見
ら
れ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
実
施
し
た
実
験
は
、
類
似
性
判
定
の
個
人
的
機
制
を
明
る
み
に
だ
す
、
な
ど
と
い
う
科
学
的
有
効
性
へ

の
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
実
験
設
定
の
杜
撰
さ
を
手
掛
か
り
に
、
被
験
者
に
疑
念
を
生
じ
せ
し
め
、

も
っ
て
科
学
的
実
験
と
信
じ
ら
れ
る
も
の
の
有
効
性
の
前
提
を
問
い
直
す
た
め
の
口
実
、
誘
い
水
に
過
ぎ
な
い
。
似
て
い
る
、

似
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
判
断
は
、
ヒ
ト
が
日
常
生
活
の
う
え
で
絶
え
ず
下
し
て
い
る
判
断
な
の
に
、
あ
え
て
「
直
観
的
」
に

類
似
か
相
違
か
、
と
問
わ
れ
る
と
、
対
象
と
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
ど
こ
に
焦
点
を
集
中
す
れ
ば
よ
い
の
か
迷
い
が
生
じ
て
跨
跨

し
た
、
と
い
う
事
例
。
全
体
と
し
て
の
情
報
の
共
有
、
時
空
間
の
一
致
に
比
定
し
て
相
似
を
認
定
す
る
、
と
い
う
考
古
学
の
原

則
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
対
象
の
焦
点
や
特
性
を
絞
り
こ
め
ず
苦
労
し
た
ケ
ー
ス
。
ト
リ
ミ
ン
グ
し
て
、
パ
タ
ー
ン
を
(
濃

度
の
分
布
の
意
味
で
)
重
ね
写
し
に
し
て
判
断
し
た
、
と
い
う
人
類
学
者
。
ふ
だ
ん
何
げ
な
く
下
し
て
い
る
類
似
・
相
違
の
判

断
の
さ
い
に
、
自
分
が
い
っ
た
い
何
を
暗
黙
の
基
準
に
し
て
い
た
の
か
、
実
験
を
通
じ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
、
は
じ
め

て
意
識
に
昇
っ
て
き
た
、
と
反
省
し
た
文
学
研
究
者
も
あ
っ
た
。
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図4 カスパー=ダヴィッド・フリード
リッヒ「冬景色J (油彩、 1811) 

一吋明暗耐空事潟 ，f

主草

寺 7?

こ
の
被
験
者
は
、

第
一
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、

と
し
て
内
緒
で
挿
入
し
て
い
た
イ
ジ
ワ
ル
・
ソ
ッ
ク
リ
・
シ
ョ
ウ
に
は
、

カ
ス
パ
!
日
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
リ

l
ド
リ

正
」
し
た
ケ

l
ス
だ
。

面
、
施
験
者
が
「
素
人
は
ひ
っ
か
か
る
酷
似
例
」

図 5 歌川広重「木曽街道六九次本
山J (浮世絵版画)

(
八
)
、
(
九
)
項
の
実
例
と
し
て
は
、
説
明
前
・

説
明
後
で
、
二
切
意
見
変
更
な
し
、

こ
と
に
首
尾
貸
し
て
、

〉
}
い
、
つ
宇
品

ご
自
身
の
判
断
に
絶
大

な
る
自
信
を
お
持
ち
の
形
質
人
類
学
の
大
家
が

お
ら
れ
た
一
方
で
、

そ
の
正
反
対
に
、

施
験
者

の
音
ω
図
あ
る
い
は
悪
意
あ
る
企
み
に
た
い
し
て
、

理
想
的
な
ま
で
に
模
範
的
な
返
答
を
寄
せ
て
き

て
、
施
験
者
を
た
じ
ろ
が
せ
る
ケ

l
ス
も
あ
っ

た

ohi第
一
ラ
ウ
ン
ド
で
の
判
断
を
、
「
専

門
家
の
説
明
」
後
、

ほ
ぽ
八
割
に
亙
っ
て
「
訂

ほ
ぼ
す
べ
て
の
画
像
比
較
に

「
類
似
を
認
め
ず
」

と
す
る
反

「
宇
品

ッ
ヒ
の
『
冬
景
色
』

っ
た
社
会
心
理
学
者
だ
っ
た

(
ち
な
み
に
こ
の
引
っ
掛
け
は
、

冬
枯
れ
の
大
木
が
画
面
を
斜
め
に
二
分
し
て
い
る
も

ん
ま
と
引
っ
掛
か
」

(図
4
)
|
|
|
樵
が
仕
事
を
し
て
い
る
背
景
の
前
に
、

(図
5
)
の
、
お
そ
ろ
し
く
酷
似
し
た
構
図
。

「
木
曽
街
道
六
九
次
」
中
『
本
山
』

の
、
と
歌
川
広
重
の

ほ
ほ
同
時
代
だ
が
、
時

を
認
め
て
、

「
専
門
家
」
の
説
明
の
あ
と
の
第
二
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、

と
こ
ろ
が
彼
女
(
こ
こ
で
は
性
別
も
有
徴
だ
ろ
う
)
は

(
「
専
門
家
」
の
説
明
を
真
に
受
け
て
か
?
)
ほ
ぼ
す
べ
て
に
一
転
「
類
似
」

一
方
が
他
方
を
見
た
可
能
性
は
皆
無
に
近
い
)
。

「
対
象
そ
の
も
の
を
見
た
と
き
の
、

似
る
、

似
な
い
と
、

歴
史
的

代
状
況
か
ら
い
っ
て
、

前
後
で
八
割
の
判
断
が
転
倒
し
た
。

メ
モ
に
は

背
景
を
開
い
た
後
の
感
覚
が
異
な
る
。
教
養
の
あ
る
な
し
で
分
類
の
し
か
た
が
異
な
る
と
い
う
回
。
員
全

2
の
論
そ
の
も
の
の

追
体
験
で
し
た
。
」
と
の
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。

施
験
者
と
し
て
は
、
よ
も
や
被
験
者
の
「
教
養
」
を
測
定
し
よ
う
な
ど
と
い
っ
た
下
心
な
ど
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
な
か
っ
た

の
だ
が
、
専
門
家
の
説
明
を
受
け
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
自
論
が
こ
れ
だ
け
容
易
に
変
化
す
る
と
い
う
可
塑
性
は
、
並
外
れ
た
受

容
能
力
と
素
直
さ
の
発
現
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
被
験
者
の
「
性
格
」
が
数
値
を
伴
っ
て
如
実
に
露
呈
し
よ
う
と
は
予
期
し
て
お

ら
ず
、
つ
く
づ
く
実
験
と
い
う
も
の
の
恐
ろ
し
き
を
昧
あ
わ
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
フ
ロ
イ
ト
を
読
む
と
、
夢
で
海
か
ら
現
れ

た
龍
が
本
当
に
ペ
ニ
ス
に
変
貌
し
た
、
な
ど
と
い
う
筒
井
康
隆
の
悪
い
冗
談
同
様
、
ブ
ル
デ
ュ

i
を
読
ん
で
い
た
た
め
に
「
文

化
資
本
の
分
類
は
教
養
の
程
度
の
関
数
」
と
い
っ
た
、
ブ
ル
デ
ュ

l
理
論
の
裏
付
け
に
理
想
的
な
読
者
あ
る
い
は
学
者
が
再
生

産
さ
れ
る
と
な
る
と
、
文
化
の
刷
り
込
み
作
業
の
罪
作
り
な
様
も
、
た
ま
さ
か
納
得
さ
れ
て
く
る
。

三
、
類
似
性
認
知
共
有
の
党
派
性

認
知
心
理
学
、
発
達
心
理
学
も
教
え
る
と
お
り
、
文
化
的
な
刷
り
込
み
作
業
の
、
も
っ
と
も
根
幹
を
な
し
、
基
礎
と
な
る
も

の
の
ひ
と
つ
も
、
類
似
認
知
だ
ろ
う
。
時
間
的
に
隔
て
て
認
識
し
た
対
象
の
同
一
性
判
断
の
根
拠
は
類
似
性
に
あ
ろ
う
し
、
鏡

に
写
っ
た
像
を
自
己
と
し
て
認
知
で
き
る
か
ど
う
か
も
、
銭
の
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
の
類
似
性
認
知
の
有
無
に
係
わ
っ
て

い
る
。
ひ
い
て
は
安
全
か
危
険
か
と
い
う
生
命
に
か
か
わ
る
判
断
も
、
も
の
心
つ
い
て
以
来
の
体
験
と
の
比
較
に
よ
り
、
類
似

性
の
有
無
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
大
丈
夫
だ
、
と
か
、
こ
ん
な
体
験
は
し
た
こ
と
が
な

い
か
ら
危
険
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
、
と
り
わ
け
教
育
課
程
で
の
類
似
性
有
無
の
判
断
の
刷
り
込
み
は
、
客
観
化

ー
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図図 7 内田九一「明治天皇
像J(湿板写真、 1873、宮内斤)

(
右
に
も
見
た
と
お
り
)
教
育
を

し
う
る
根
拠
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も

授
け
る
側
が
権
威
を
鵜
呑
み
に
す
る
か
百
か
の
程
度
に
応
じ
て

そ
の
成

そ
し
て
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い

の
は

教
養
の
有
無
に
よ
っ
て

果
が
左
右
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

類
似
性
認
知
の
判
断
に
決
定
的
な
差
異

む
し
ろ
反
対
に

専
門
家
集
団

が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
い
。

直
観
的
理
解
の
幅
を
物
語
る
。

類
似
説
か
ら

同
一
人
物
を
描
い
て
い
る
の
に

キ
ヨ
ッ
ソ
ネ
の
明
治

類
似
と
は
無
関
係
な

知
的
理
解
に
頼
っ
た
)

ど
ち
ら
も
同
一
人
物
を
描
い
て
い
る
の
だ
か
ら

雰
凶
気
そ
の
ほ
か
が
ま
っ
た

く
違
う
と
い
う
相
違
説
ま
で
が

場
か
ら
検
証
し
な
お
し
て
み
れ
ば

が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
し
ば
し
ば
共
有
す
る
類
似
性
判
定
が

ふ
、
!
レ

一
般
の
立

い
か
に
無
根
拠
に
見
え
る
か
。

説
得
力
も
も
た
な
い
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

て
な
ぜ
一
般
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
無
根
拠
で

専
門
家
集
同
で
は
そ
う
し
た
疑
念
の
浮
上
す

る
こ
と
が
少
な
い
の
か
。

眼
目
だ
っ
た
。

そ
れ
を
問
う
て
み
た
い

と
い
う
の
が
実
験
の

符
に
は

ぱ
ら
つ
き
が
目
だ
っ
た
。

キ
ヨ
ッ
ソ
ネ
作
成

の
明
治
天
皇
の
「
ご
真
影
」

権
威
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
の
が

図
6
)
だ
ろ
う
。

内
同
九
一
撮
影
の
写
真
(
凶

と
の
質
問
へ
の
同

天
皇
・
皇
后
が
両
者
似
て
い
る
か

7
}
と
比
べ
て

似
て
い
て
当
然
だ

凶
版
の

と
い
う

状
況
資
料
を
知
ら
な
い
被
験
者
に
も

こ
の
肖
像
、

実
は
胴

天
皇
は
ず
い
ぶ
ん
太
っ
ち
ょ
だ

と
い
う
素
朴
な
見
解
が
見
ら
れ
た
が

す
で
に
広
く
知
ら
れ
る
通
り

可朝F

ほ
か
な
ら
ぬ
キ
ヨ
ッ
ソ
ネ
が
自
ら
大
礼
服
を
ま
と
っ
て
撮
っ
た
写
真
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
そ
の
首
の
う
え
に

明
治
帝
の
顔
を
乗
せ
た
と
い
う
合
成
写
真
さ
な
が
ら
の
白
像
だ
っ
た
。
「
胴
体
は
他
人
」
と
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
類
似
性
の
判
断

は
勢
い
否
定
的
な
ほ
う
へ
と
傾
く
だ
ろ
う
。
だ
が
御
真
影
が
全
同
に
流
布
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
、
そ
の
真
実
性
に
疑
問
を
差
し

挟
む
こ
と
な
ど
、
権
利
問
題
と
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
権
威
と
し
て
の
類
似
性
は
、
事
実
と
し
て
の
類
似
性
の

欠
落
を
凌
駕
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
権
威
と
い
う
も
の
の
内
実
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
教
養
の
有
無
と
い
う
の
も
、
決
し
て
馬
鹿
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
と
も
す
れ
ば
専
門
家
は
忘
れ
が
ち
ー
ー
と
い
う
例

を

、

自

戒

を

込

め

て

と

り

あ

げ

よ

う

。

『

オ

ラ

ン

ピ

ア

』

(

図

8
)
と・一一叶えば、

体
の
部
分
、

、曜 、

七色』
図8 エドゥアール・マネ「オランピア」

(油彩、 1863、オルセ一美術館)

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
の

『
草
上
の
昼
食
』
と

I

l

l

-

U

1

1

1

1

1

 

森村泰昌「肖像双子J (写真、 1988-90)

お
よ
そ
丙
洋
美
術
史
の
愛
好
者
で
な
く

て
も
、
ど
ん
な
絵
柄
だ
っ
た
か
位
は
、
す

ぐ
に
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
作
品
だ
し
、

昨
今
の
海
外
旅
行
ブ
ー
ム
で
は
、
パ
リ
の

オ
ル
セ

l
美
術
館
で
実
物
と
対
面
す
る

機
会
を
も
っ
日
本
人
と
て
、
膨
大
な
人
数

に
昇
る
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
日
本
放
送

協
会
の
「
人
間
大
学
」
で
も
講
義
を
し
て

い
る
森
村
泰
日
円
に
は
『
白
像
双
子
』
(
図

9
)
と
い
う
作
品
が
あ
っ
て
、

こ
れ
は
観

客
が
マ
ネ
の
『
オ
ラ
ン
ピ
ア
』
の
「
双
子
」

:顎園
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で
あ
る
と
い
う
相
似
を
認
知
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、

最
低
限
の
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
だ
が
自
然
科
学
系
か
ら

文
化
人
類
学
な
ど
の
ご
専
門
の
方
た
ち
の
な
か
に
は
、

何
を
模
倣
し
た
の
か
不
明
で
、

し
た
が
っ
て
類
似
性
の
認
定
も
不
能
と

い
う
ケ

l
ス
が
半
数
近
く
を
占
め
た
。
繰
り
返
す
が
、

そ
の
教
養
の
欠
如
を
喧
お
う
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
大
学

生
対
象
の
大
規
模
な
統
計
な
ど
取
れ
ば
、

森
村
に
笑
え
る
学
生
の
比
率
の
あ
ま
り
の
低
さ
に
唖
然
と
す
る
研
究
者
が
多
か
ろ
う
。

森
村
扮
す
る
裸
が
寝
そ
べ
る
寝
台
の
布
団
に
は
鶴
が
描
い
て
あ
る
が
、

東
洋
で
は
長
寿
を
祈
る
め
で
た
い
記
号
が
、

西
洋
で

は
売

春
婦
の
隠
語
な
の
だ
、

森
村
翻
案
で
は
招
き
猫
に
差
し
替
え
れ

明
治
時
代
の
街
道
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
道
祖
神
が
西
洋
人
の
手
前
不
都
合
と
な
っ
て

マ

ネ

マ
ネ
を
真
似
し
て
マ
ネ
き
猫
、

(
買
)

と
か
、

右
手
の
モ
デ
ル
の
足
元
に
座
る
黒
猫
が
、

ら
れ
て
い
る
が
、

招
き
猫
の
起
源
は
、

提
案
さ
れ
た
代
替
案
で
あ
り
、

フ
ァ
ロ
ス
の
痕
跡
が
背
中
の
黒
い
尻
尾
に
残
っ
て
い
る
と
か
、

マ
ネ
き
猫
は
招
く
、

な
ど
と
い
う
駄
酒
落
は
、

日
本
語
で
は
通
用
し
て
も
、

英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、

そ

こ
に
森
村
の
国
際
的
諮
諮
が
探
ら
れ
る
、

な
ど
と
い
っ
た
講
釈
は
、

何
を
い
ま
さ
ら
だ
が
、

そ
ん
な
説
明
で
学
生
を
笑
わ
せ
る

人
種
が
い
か
に
、

フ
ツ
ウ
の
人
達
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
相
似
意
識
を
持
つ
異
端
分
子
な
の
か
、

を
あ
ら
た
め
て
自
覚
さ
せ
ら

れ
た
の
も
、

森
村
作
品
の
類
似
性
認
知
率
の
思
わ
ぬ
低
迷
ぶ
り
ゆ
え
だ
っ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、

類
似
性
に
基
づ
い
た
認
識
の
社
会
的
な
通
用
性
は
、

社
会
的
な
権
威
あ
る
い
は
規
範
と
密
接
に
絡
ま
っ

て
い
る
。
だ
が
そ
の
権
威
や
規
範
そ
の
も
の
の
共
有
性
あ
る
い
は
社
会
的
通
用
性
が
、

現
今
で
は
著
し
く
低
減
し
て
い
る
、

と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
さ
ら
に
気
に
な
る
の
は
、

ど
う
や
ら
そ
の
筋
の
専
門
家
の
権
威
な
る
も
の
が
、

こ
う
し
た
一
般
社
会

の
無
理
解
に
苛
立
つ
の
と
も
裏
腹
の
、

屈
曲
し
た
優
越
感
の
う
え
に
安
住
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

無
理
解
な
公
衆
に
教
養
を

授
け
る
と
い
う
啓
蒙
的

(
だ
が
、

け
っ
し
て
成
就
さ
れ
る
見
込
み
な
ど
な
い
こ
と
を
頼
り
に
延
命
し
、

そ
の
限
り
で
実
体
を
欠

、.2-、

L
J
'
h
 

な
か
ば
空
想
の
御
祝
儀
の
よ
う
な
)

上
下
関
係
が
、

か
え
っ
て
専
門
家
の
判
断
の
よ
っ
て
た
つ
基
準
の
暖
昧
さ
を
、

野

放
し
の
ま
ま
世
間
に
横
行
さ
せ
こ
と
に
貢
献
す
る
、
ま
こ
と
に
好
都
合
な
温
床
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
だ
。
こ
れ
を
「
専

門
家
集
団
に
お
け
る
類
似
性
認
知
共
有
の
党
派
性
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

回
、
類
似
性
説
得
の
修
辞
的
怒
意
性

実
際
、
美
術
史
家
と
呼
ば
れ
る
人
種
は
(
た
ま
た
ま
筆
者
が
と
り
わ
け
重
病
な
だ
け
か
も
知
れ
ず
、
も
し
そ
う
だ
っ
た
ら
、

い
ま
の
と
こ
ろ
ま
だ
同
業
者
扱
い
し
て
下
さ
る
同
僚
諸
氏
に
深
く
お
詫
び
す
る
け
れ
ど
)
、
類
似
性
認
知
の
技
能
に
関
し
て
、
一

般
世
間
の
常
識
と
は
か
な
り
掛
け
離
れ
た
判
定
を
承
認
す
る
特
技
を
、
そ
う
と
も
し
ら
ず
共
有
し
た
党
派
、
と
い
う
ふ
う
に
定

義
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
(
ア
)
芸
術
作
品
、
造
形
作
品
と
呼
ば
れ
る
対
象
相
互
の
主
題
や
形
式
に
お
け
る
類
似

性
の
指
摘
と
、
(
イ
)
は
た
し
て
そ
う
し
た
類
似
性
を
認
め
得
る
作
品
相
互
に
、
な
ん
ら
か
の
影
響
関
係
が
実
証
で
き
る
か
否
か

は
、
学
術
的
手
続
き
と
し
て
は
別
次
元
に
属
す
る
。
と
り
わ
け
、
独
創
性
の
高
い
作
品
相
互
に
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
に
は
困

難
が
伴
い
が
ち
だ
が
、
反
対
に
類
似
を
容
易
に
指
摘
で
き
る
よ
う
な
作
品
相
互
の
関
係
は
、
芸
術
的
独
創
性
と
い
う
点
で
は
低

次
元
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
。
勢
い
、
日
常
的
に
は
容
易
に
類
似
性
を
指
摘
し
に
く
い
対
象
の
相
互
関
係
を
「
見
事
に
」
、
説

得
力
あ
る
記
述
で
論
じ
て
み
せ
る
こ
と
が
、
学
者
と
し
て
の
高
得
点
に
結
び
付
き
が
ち
と
な
る
。
単
純
な
比
較
で
は
明
ら
か
に

な
ら
ぬ
、
い
わ
ば
見
え
に
く
い
類
似
性
を
指
摘
す
る
能
力
が
、
芸
術
家
の
創
作
の
内
奥
の
秘
密
へ
の
扉
を
知
っ
て
い
る
特
権
者

と
の
自
負
と
も
結
び
付
く
。
こ
れ
が
特
権
者
を
自
認
す
る
者
た
ち
の
党
派
的
内
通
を
促
進
し
、
専
門
家
と
し
て
の
見
識
の
保
証

と
な
り
、
か
く
し
て
出
来
上
が
る
内
通
者
の
共
同
作
業
に
よ
る
白
蟻
の
塔
が
、
い
つ
し
か
象
牙
の
塔
と
誤
認
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
影
響
関
係
を
め
ぐ
る
仮
説
が
、
直
接
的
な
主
題
上
・
形
態
上
の
類
似
を
越
え
た
次
元
を
扱
え
ば
扱
う
ほ
ど
、

論
述

翠掴
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図10 (上)山本芳翠「浦島図J (油彩、 1893、
蚊阜県立美術館寄託)

図11 (左)侮呉道子「水官図J (絹本着色、

元代、ボストン美術館)

『官

日
本
の
古
事
記
を
題
材
と
す
る
神
話
両
で
、

的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
や
神
道
教
徒
に
は
、

あ
り
え
よ
う
。

作
品
の
主
題
に
深
い
興
味
を

一
不
す
観
衆
は
、

は
修
辞
性
を
高
め
る
傾
向
が
あ
る
。

あ

同
一
主
題
の
作
品
群
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
に
、

ま
り
違
和
感
を
示
さ
ず
、

ま
た
同
一
主
題
な
の
だ
か
ら
、

と
い
う

影
響
関
係
を
も
想
定
し
が
ち

理
由
で
容
易
に
類
似
性
を
発
見
し
、

だ
。
山
本
芳
翠
の

『
浦
島
図
』

(
図
印
)

と
博
呉
道
子
と
伝
え
ら

『
水
官
図
』

(
凶
日
)
。
前
者
が
後

れ
る
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の

懐
疑
的
だ
が
、

筆
者
は

者
の
よ
う
な
画
題
を
直
接
参
照
し
た
可
能
性
に
関
し
て
、

と
も
に
海
上
を
伝
説
的

両
者
を
並
べ
て
示
す
と
、

類
似
し
て
い
る
、

と

な
人
物
が
進
む
と
い
う
主
題
に
お
い
て
、

う
素
直
な
凶
答
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

だ
が
主
題
へ
の
知
識
は
文
化
的
な
背
景
へ
の
理
解
を
要
求
す
る

に 場
ム、
p 

も
あ
る

な
ま
じ
っ
か
歴
史
的
背
景
へ
の
理
解
が
あ
る
た
め

『
良
き
サ
マ
リ
タ
人
』

(
図
ロ
)

テ
オ
デ
ュ

i
ル
・
リ
ボ

l
の(

凶
日
)
と
似
て
い
る
と
は
思
え
な

が
青
木
繁
の
『
大
穴
牟
知
命
』

い
、
と
い
っ
た
判
断
も
登
場
す
る
。

仰
向
け
の
人
体
が
こ
ち
ら
に

そ
の
背
後
に
介
護
の
人
々

顔
を
向
け
て
両
面
一
杯
に
横
た
わ
り
、

が
覗
き
込
む
と
い
う
画
面
構
成
は
酷
似
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
方

も
う
い
っ
ぽ
う
は
極
東

は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
宗
教
画
で
あ
り
、

主
題
に
拘
泥
す
る
か
ぎ
り
、
類
似
性
を
説
得
す
る
の
は
難
し
い
。
ま
し
て
や
教
条

教
義
的
な
立
場
か
ら
、
類
似
を
云
々
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
冒
漬
と
み
る
筋
さ
え
、

図12 テオデュール・リボー「良きサマリタ
人J (油彩、 1970-75、ポ一美術館)

図13 青木繁「大穴牟知命J (油彩、 1905、
石橋美術館)

そ
れ
で
は
次
に
構
図
の
類
似
は
ど
う
だ
ろ
う
。
、
王
題
と
構
図
か
ら
総
合
判
断
を
す
る
、
と
の
原
則
を
示
し
た
被
験
者
も
あ
っ

た
が
、
そ
の
初
期
条
件
を
整
え
る
の
が
、
実
は
容
易
で
は
な
く
、
逆
に
個
々
人
の
大
脳
内
部
で
の
認
識
作
業
の
個
体
差
を
暴
露

す
る
結
果
と
も
な
る
。
一
例
と
し
て
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ブ
ル
ト
ン
の
『
落
ち
穂
拾
い
の
女
た
ち
の
招
集
』
(
一
八
五
九
)
(
図
凶
)

の
中
央
部
が
李
梅
樹
の
『
黄
昏
』
(
一
九
四
八
)
(
図
日
)
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
研
究
者
に
は
広
く
共

有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
前
者
が
横
長
、

後
者
が
縦
長
と
、
画
面
全
体
の
印
象
が
掛

け
離
れ
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
か
、
被
験

者
の
多
く
は
、
施
験
者
が
指
摘
す
る
ま
で
、

引
用
の
事
実
に
気
づ
か
ず
、
両
者
に
類
似

性
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
例
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
ト
リ
ミ
ン
グ
次
第
で
、
類

似
性
の
有
無
判
断
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。

も
う
一
例
、
竹
内
柄
鳳
は
一
九

O
O
年

に
万
国
博
覧
会
見
学
の
た
め
パ
リ
を
訪
れ

e彊掴
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ジ
ャ
ン
H

レ
オ
ン
・
ジ
エ
ロ
!
ム
の

『
闘
鶏
』

て
お
り
、
当
時
の
国
立
近
代
美
術
館
だ
っ
た
り
ュ
ク
サ
ン
ブ

l
ル
美
術
館
で
、

(
図
凶
)
を
見
た
蓋
然
性
は
か
な
り
高
く
、
筆
者
は
そ
れ
が
帰
国
後
の
『
蹴
合
』
(
図
口
)
の
ひ
と
つ
の
発
想
源
と
な
り
え
た
と

の
仮
説
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
ジ
エ
ロ

l
ム
の
作
品
で
は
、
背
景
に
カ
プ
リ
島
を
臨
み
、
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
の
面
前
に
二
羽
の

鶏
、
柄
鳳
で
は
画
面
全
体
を
二
羽
の
蹴
合
の
み
。
構
図
の
う
え
で
は
、
た
し
か
に
か
な
り
異
質
で
、
一
対
一
に
は
対
応
し
な
い
。

関
係
を
想
定
す
る
に
は
、
ジ
エ
ロ

l
ム
の
画
面
か
ら
柄
鳳
が
闘
鶏
の
場
面
だ
け
を
抽
出
し
た
、
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
栖
鳳
が
欧
州
絵
画
の
伝
統
に
敵
慌
心
を
燃
や
し
て
い
た
、
と
い
う
状
況
論
に
よ
る
補
足
も
必
要
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
葛
飾
北
斎
の
『
漫
画
』
に
あ
る
相
撲
の
一
場
面
(
図
時
)
が
切
り
抜
か
れ
て
、
ポ
ー
ル
・
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
『
説

教
後
の
幻
影
』
(
図
印
)
に
見
ら
れ
る
天
使
と
ヤ
コ
ブ
の
取
っ
組
み
合
い
に
利
用
さ
れ
た
、
と
の
説
は
(
画
面
の
取
っ
組
み
合
い

の
姿
勢
は
ど
う
見
て
も
一
致
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
四

O
数
年
前
に
イ
ヴ
オ
ン
ヌ
・
テ
ィ
リ
オ
ン
が
唱
え
て
以
来
、
い
つ

し
か
定
説
と
し
て
専
門
家
の
あ
い
だ
で
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
居
る
。
な
ぜ
北
斎
日
ゴ
!
ギ
ャ
ン
の
関
係
は
定
説
と
な
り
、

ジ
エ
ロ

l
ム
H
栖
鳳
は
容
易
に
定
説
と
し
て
迎
え
ら
れ
な
い
の
か
。
芸
術
家
に
よ
る
先
例
奪
取
の
試
み
と
し
て
類
似
し
た
ー
ー

と
筆
者
に
は
見
え
る
ー
l

こ
の
両
者
は
、
そ
の
学
者
共
同
体
に
お
け
る
認
知
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
こ
う
も
異
な
っ
た

(
H
類

似
に
欠
け
る
)
帰
結
を
招
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
類
似
性
の
科
学
は
、
そ
の
理
由
を
語
っ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
主
題
と
構
図
の
相
乗
効
果
に
検
討
を
移
そ
う
。
こ
れ
は
よ
り
総
合
的
な
判
定
を
要
す
る
作
業
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、

形
式
的
な
類
似
性
だ
け
で
は
判
定
し
が
た
い
、
微
妙
な
領
域
と
も
な
る
。
被
験
者
の
反
応
が
直
観
判
断
と
説
明
後
と
で
と
り
わ

け
大
き
く
動
き
、
し
か
も
類
似
認
定
に
か
ん
し
て
肯
定
否
定
が
分
散
し
た
の
が
、
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
の
『
切
り
通
し
の
あ
る

サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ

l
ル
山
』
(
図
初
)
と
、
歌
川
広
重
の
名
所
江
戸
百
景
の
ひ
と
つ
、
『
目
黒
新
富
士
』
(
図
幻
)
の
場
合
。

セ
ザ
ン
ヌ
に
と
っ
て
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ

l
ル
山
が
大
切
な
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
、
と
い
う
予
備
知
識
の
あ
る
鑑
賞
者
に
は
、

可v

図14 (右上)ジュール・ブ
ルトン「落ち穂拾いの女
たちの招集J (油彩、 1859、
オルセ一美術館)[部分]

図15 (左上)李梅樹「黄昏J

(油彩、 1948、李梅樹記念館)

図16 (右中)ジャン=レオン
・ジエローム「闘鶏J (油
彩、 1846、オルセ一美術館)

図17 (右下)竹内栖鳳「蹴
合J (絹本着色、 1926)

翠掴
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図18 (右上)葛飾北斎「北
斎漫画J (版画、第3編)

図19 (右中)ポール・ゴー
ギャン「説教後の幻影J

(油彩、 1888、エジンパラ美術

館)

図20 (右下)ポール・セザ
ンヌ「切り通しのあるサ
ント・ヴィクトワール山」
(油彩、 1870頃、ミュンへンノ

イエ・ピナコテーク)

可F

図21 (左下)歌川広重「江
戸名所百景目黒新富士」
(浮世絵版画)

広
重
作
の
構
図
の
う
え
で
ほ
ぽ
対
応
す
る
位
置
|
|
右
上
ー
ー
に
意
図
的
に
富
士
山
が
遠
景
に
望
め
る
、
と
い
う
対
応
が
見
て

取
れ
る
(
逆
に
こ
の
予
備
知
識
の
な
い
鑑
賞
者
に
は
、
画
面
理
解
も
困
難
と
な
る
)
。
近
景
に
目
を
移
す
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
場

A
円
遠
景
の
山
容
と
も
対
応
す
る
曲
線
を
描
い
て
、
近
景
に
鉄
道
線
路
の
た
め
に
開
削
さ
れ
た
士
子
が
赤
黒
い
肌
を
見
せ
て
居

る
の
に
対
し
、
広
重
の
画
面
で
は
、
対
応
す
る
場
所
|
|
前
景
左
下
1

1

に
、
題
材
の
目
黒
新
富
士
が
そ
そ
り
立
つ
。
こ
の
小

高
い
丘
が
、
当
時
流
行
の
富
士
講
に
よ
る
人
工
構
築
物
だ
、
と
い
う
知
識
が
加
わ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
広
重
の
主
題
と
構
図
の

符
合
あ
る
い
は
相
似
は
、
ま
す
ま
す
不
思
議
な
一
致
と
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
自
然
を
模
倣
し
て
、
そ
の
縮
景
を
楽

し
ん
だ
の
に
、
産
業
革
命
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
鉄
道
開
削
で
自
然
が
破
壊
さ
れ
て
い
ま
し
た
、
な
ど
と
文
明
論
的
対
比
を
ひ
と

腐
り
述
べ
れ
ば
、
か
え
っ
て
両
者
の
構
図
的
類
似
ゆ
え
の
思
想
的
相
違
に
ま
で
踏
み
込
め
た
、
と
納
得
す
る
読
者
ま
で
現
れ
か

ね
ま
い
。
だ
が
、
話
も
こ
の
あ
た
り
ま
で
く
る
と
、
眉
に
唾
を
つ
け
て
、
怪
し
い
ぞ
、
と
思
わ
れ
る
読
者
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

玉
、
類
似
性
信
仰
の
病
理
的
倒
錯

こ
う
し
た
専
門
家
の
弁
舌
に
早
合
点
す
る
観
衆
に
は
、
そ
う
か
北
斎
や
広
重
は
セ
ザ
ン
ヌ
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
。

そ
れ
ほ
ど
日
本
の
浮
世
絵
は
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
だ
、
な
ど
と
感
動
す
る
向
き
も
現
れ
よ
う
。
実
際
、
世
間
で
話
題
を
撒
い
た

扶
桑
社
版
中
学
校
『
新
し
い
歴
史
』
教
科
書
に
は
、
こ
う
し
た
反
応
を
期
待
し
た
と
お
ぼ
し
い
視
覚
的
比
較
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
、
類
似
性
信
仰
の
引
き
起
こ
す
倒
錯
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
の
病
巣
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
を
探

っ
て
お
く
こ
と
も
、
類
似
性
の
科
学
と
無
縁
の
話
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
お
お
き
く
分
け
て
三
点
ほ
ど
問
題
が
あ
る

だ
ろ
う
。

111 
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第
一
に
、
特
定
の
流
派
に
共
通
す
る
志
向
関
心
と
、
そ
の
流
派
に
属
す
る
個
別
な
特
異
例
と
の
関
係
。
ひ
ら
た
く
言
え
ば
セ

ザ
ン
ヌ
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
仲
間
た
ち
は
、
ひ
ろ
く
前
景
と
後
景
を
直
に
重
ね
合
わ
す
と
い
う
構
図
を

偏
愛
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
作
例
を
あ
る
程
度
網
羅
す
る
と
、
そ
の
な
か
で
例
え
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
『
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ

l

ル
山
』
連
作
の
な
か
の
特
定
の
一
作
|
|
た
と
え
ば
画
面
の
中
央
の
松
の
木
が
背
景
を
二
分
し
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵

品
(
凶
幻

)
iー
と
、
葛
飾
北
斎
の
「
富
山
獄
三
六
景
」
の
『
甲
州
三
島
越
』
(
図
幻
)
|
|
こ
ち
ら
も
画
面
中
央
の
大
樹
が
背
景

の
富
士
を
二
分
し
て
い
る
|
|
と
を
抽
出
し
て
、
一
対
一
の
類
似
性
を
述
べ
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
逢
着

す
る
。
あ
る
学
生
の
リ
ポ
ー
ト
に
は
、
前
景
と
後
景
と
を
対
比
さ
せ
る
構
図
な
ど
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
セ
ザ
ン
ヌ
は

北
斎
を
見
な
く
て
も
、
同
様
の
作
品
を
創
造
し
え
た
は
ず
だ
、
と
の
意
見
が
見
え
た
。
今
で
こ
そ
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
黒
沢
映

画
も
合
め
て
頻
出
す
る
こ
う
し
た
構
図
が
、
歴
史
的
に
み
て
初
め
て
大
規
模
に
し
か
も
意
識
的
に
流
行
し
た
の
が
、
か
た
や
日

本
の
北
斎
や
広
重
で
あ
り
、
か
た
や
フ
ラ
ン
ス
の
セ
ザ
ン
ヌ
周
辺
な
の
だ
、
と
い
う
歴
史
的
知
識
を
補
っ
て
さ
し
あ
げ
る
の
が
、

教
育
的
配
慮
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
な
ら
、
い
ま
さ
ら
特
定
の
発
想
源
を
特
定
し
て
、
個
別
の

類
似
を
言
い
立
て
る
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
限
り
で
は
、
こ
の
学
生
の
意
見
は
正
論
だ
。
こ
と
さ
ら
酷
似
し
た
対
照
例
の
探

索
に
汲
々
と
す
る
専
門
家
の
方
が
倒
錯
し
て
い
る
。

第
二
に
、
類
似
即
影
響
で
は
な
く
、
こ
と
影
響
を
云
々
し
は
じ
め
る
と
、
そ
も
そ
も
影
響
と
は
い
か
な
る
現
象
を
指
し
、
そ

の
実
証
可
能
性
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
方
法
論
の
自
家
中
毒
へ
と
逆
戻
り
し
て
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
。
セ
ザ
ン

ク

レ

ボ

ン

ヌ
は
ゴ

l
ギ
ャ
ン
の
絵
画
を
「
シ
ナ
の
絵
」
と
呼
ん
で
軽
蔑
す
る
反
面
、
自
ら
は
中
国
や
日
本
の
縮
緬
絵
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ

見
た
こ
と
も
な
い
」
と
ジ
ョ
ワ
シ
ャ
ン
・
ガ
ス
ケ
に
証
言
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
東
洋
の

て
、
「
そ
ん
な
も
の
は
知
ら
な
い
し
、

絵
を
知
ら
な
い
と
一
一
一
一
口
い
張
る
セ
ザ
ン
ヌ
が
、

ゴ
l
ギ
ャ
ン
の
絵
は
東
洋
の
絵
の
模
倣
だ
な
ど
と
証
言
で
き
た
の
か
。
こ
れ
ひ
と

図23 葛飾北斎「宮撮三六景甲州三島
越J (浮世絵版画)

か
ら
浮
世
絵
は
す
ば
ら
し
い
。
日
本
文

化
は
偉
い

l

l
式
の
思
考
法
の
問
題
だ
。

偉
人
の
先
生
も
ま
た
偉
人
式
の
、
偉
大

さ
の
遡
及
的
連
鎖
反
応
。
西
洋
近
代
絵

あ
や
か

画
の
父
と
も
賞
さ
れ
る
セ
ザ
ン
ヌ
に
山
円

っ
て
、
偉
大
だ
と
い
わ
れ
る
(
西
欧
の
)

規
範
の
権
威
に
い
わ
ば
寄
生
し
て
自
ら

を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
(
日
本
の
)
、

虎
の
威
を
借
り
式
の
へ
つ
ら
い
と
、
並
日

7蓮司

112 

っ
と
っ
て
も
、
矛
盾
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
(
加
え
て
ガ
ス
ケ
の
証
言
は
、
別
に
セ
ザ
ン
ヌ
が
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
『
北
斎
』
『
歌
麿
』

を
読
ん
で
い
た
、
と
も
伝
え
、
全
体
と
し
て
信
湿
性
を
疑
わ
れ
て
も
い
る
)
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
当
時
「
日
本
」
と

い
う
符
丁
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
自
ら
の
独
自
性
を
言
い
立
て
る
が
た
め
に
も
、
日
本
を
忌
避
し
、
そ

れ
と
は
無
関
係
と
い
う
否
認
行
為
を
証
言
に
残
さ
れ
る
程
度
に
は
、
日
本
趣
味
流
行
の
同
時
代
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

流
行
に
対
す
る
嫌
悪
や
保
留
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
に
同
時
代
の
兆
候
を
認
め
る
文
脈
に
あ
っ
て
、
個
別
の
貸
借
関
係
の

実
証
に
ば
か
り
拘
泥
す
る
姿
勢
は
、
木
を
見
て
森
を
見
ず
式
の
近
視
眼
で
、
細
部
は
正
確
だ
が
全
体
を
歪
め
か
ね
ま
い
。

第
三
に
、
し
か
し
こ
う
し
た
類
似
性
信
仰
に
つ
き
も
の
の
最
大
の
倒
錯
は
、
そ
こ
に
影
響
あ
る
い
は
原
因
と
結
果
と
い
う
因

果
律
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
と
も
す
れ
ば
結
果
を
原
因
の
う
ち
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
だ
ろ
う
。
ひ
ら
た
く
一
言
え
ば
、
北

J
V

ト

斎

は

セ

ザ

ン

ヌ

に

影

響

を

与

え

た

。

だ

ヴ
一

ト
ュ

ン
ニ

サ
永

F
E

、「園、，，

ヌ

問

問

ム
v
m弘
明

セハ
U
タ

-
n
d
Hソ

ル
山
ポ

一
ル
ロ

ポ
一
ト
・

ワ
メ

n
ト
ク

図
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遍
的
価
値
へ
の
迎
合
に
隠
さ
れ
た
劣
勢
複
合
。
さ
ら
に
は
影
響
源
で
あ
る
こ
と
が
品
質
の
保
証
と
な
る
と
す
る
短
絡
と
、
後
知

恵
の
合
理
化
。
と
も
す
れ
ば
俗
耳
に
受
け
や
す
い
類
似
日
影
響
論
に
は
、
そ
う
し
た
病
気
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

六
、
模
倣
と
類
似
性
に
関
す
る
教
育
の
逆
効
果

京
都
造
形
芸
術
大
学
の
全
学
共
通
の
一
般
教
養
の
授
業
で
も
、
同
様
の
実
験
を
試
み
、
芸
術
家
た
ち
が
、
い
か
に
所
与
の
作

品
や
発
想
、
さ
ら
に
は
意
匠
を
参
照
し
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
創
作
を
目
指
し
た
か
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
授
業
の
最
後
と
し

て
聴
講
者
に
感
想
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
(
ア
)
「
い
ま
ま
で
ぼ
ん
や
り
と
見
て
い
た
画
集
や
作
品
集
が
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の

に
見
え
て
き
た
」
と
か
、
(
イ
)
「
美
術
史
の
歴
史
な
ん
て
、
固
有
名
詞
の
無
意
味
な
暗
記
ば
か
り
で
、
自
分
の
創
作
と
は
関
係

な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
実
は
歴
史
に
刻
ま
れ
た
作
品
が
、
自
分
の
制
作
に
と
っ
て
も
け
っ
し
て
無
関
係
で
な
い
事
が
分
か

っ
た
へ
と
い
っ
た
、
あ
り
が
た
い
、
あ
る
い
は
リ
ッ
プ
・
サ

l
ヴ
ィ
ス
の
よ
う
な
感
想
の
か
た
わ
ら
で
、
次
の
よ
う
な
批
判
も

頂
戴
し
た
。
(
ウ
)
「
芸
術
家
と
い
う
の
は
自
分
の
才
能
に
よ
っ
て
新
し
い
独
創
性
を
追
求
す
る
天
才
だ
。
そ
の
営
み
を
周
囲
や

先
行
す
る
作
品
と
関
係
づ
け
て
説
明
す
る
の
は
、
芸
術
に
対
す
る
冒
漬
だ
。
こ
う
い
う
授
業
は
や
め
て
欲
し
い
」
。
(
エ
)
「
ま
る

で
芸
術
家
は
模
倣
ば
か
り
し
て
作
品
を
作
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
授
業
で
、
創
作
す
る
意
欲
が
失
せ
た
。
こ
ん
な
授

業
は
逆
効
果
だ
」
。
(
オ
)
「
作
品
相
互
の
類
似
や
関
係
と
い
う
こ
と
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
た
の
で
、
作
品
同
士
に
い
ろ
い
ろ
な
関

係
の
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
個
々
の
作
品
を
ど
う
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ
た
」
。
さ
ら
に
は
、
(
カ
)

「
作
品
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
習
っ
た
が
、
そ
う
し
た
知
識
は
作
品
を
鑑
賞
す
る
に
は
か
え
っ
て
じ
ゃ
ま
で
、
知
れ
ば
知

る
ほ
ど
自
分
の
感
性
が
鈍
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
授
業
は
無
意
味
だ
」
、
な
ど
な
ど
。

一
一
一
一
口
わ
れ
て
み
れ
ば
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
反
応
で
、
翻
っ
て
美
術
史
家
な
る
も
の
の
営
み
が
、
い
か
に
類
似
と
模
倣
に
捕
ら

わ
れ
て
い
た
か
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
防
戦
一
方
で
は
教
師
は
勤
ま
ら
な
い
。
教
養
と
は
何
か
と
題
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
反
論
を
試
み
た
。
日
く
、
「
類
似
性
に
気
づ
く
こ
と
と
は
、
そ
の
対
偶
で
、
類
似
性
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
に
気
づ
く
こ

と
と
も
裏
腹
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
』
に
見
え
る
ジ
レ
ン
マ
だ
。
自
分
が
何
を
探
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

か
、
分
か
っ
て
い
る
な
ら
、
い
ま
さ
ら
探
す
必
要
な
ど
あ
る
ま
い
が
、
反
対
に
、
自
分
が
何
を
探
せ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
け

れ
ば
、
探
そ
う
と
思
っ
て
も
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
教
養
と
は
い
わ
ば
こ
の
二
律
背
反
の
は
ざ
ま

に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
皆
さ
ん
は
ま
さ
に
い
ま
こ
の
は
ざ
ま
に
立
っ
て
い
る
」
。

「
教
養
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
ぬ
感
性
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
同
時
に
人
生
で
得
た
経
験
も
大
切
に
す
べ
き
だ
ろ

う
。
そ
う
し
て
自
分
の
辿
っ
て
ゆ
く
航
路
が
、
結
果
的
に
教
養
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
出
会
っ
た
作
品
が

月
日
と
と
も
に
変
貌
し
て
ゆ
く
。
若
い
こ
ろ
に
出
会
っ
て
感
動
し
た
作
品
が
、
一

O
年
後
に
は
色
槌
せ
て
、
馬
脚
を
さ
ら
す
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
最
初
は
ど
こ
が
良
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
作
品
が
、
や
が
て
将
来
見
直
す
と
、
矯
し
銀
の
よ

う
に
、
深
み
を
増
し
て
目
に
止
ま
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
接
す
る
時
の
気
分
、
環
境
そ
し
て
条
件
に
よ
っ
て
も
、
作
品
は
変

貌
す
る
。
そ
の
変
貌
の
体
験
を
大
切
に
し
た
い
。
そ
の
変
貌
の
様
に
、
見
る
ひ
と
、
ひ
と
り
一
人
の
人
生
の
糧
が
あ
る
。
そ
の

体
験
は
、
他
人
と
す
ぐ
に
は
共
有
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
共
有
し
よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
会
話
が
広
が
る
。
知
識
を

見
せ
び
ら
か
す
の
は
み
っ
と
も
な
い
が
、
相
槌
も
打
て
な
い
の
は
悲
し
い
。
知
識
と
い
い
教
養
と
い
い
、
会
話
を
成
立
さ
せ
る

た
め
の
必
要
条
件
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
芸
術
体
験
の
前
提
条
件
で
し
か
な
い
。
知
識
の
背
後
に
あ
っ
て
、
知
識
だ
け
で
は
汲

め
な
い
も
の
を
大
切
に
し
よ
う
。
だ
が
そ
の
掴
み
難
い
何
か
を
見
極
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
知
的
な
訓
練
と
そ
の
蓄
積
H

知
識
が
不
可
欠
だ
。
知
識
は
し
ょ
せ
ん
手
段
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
手
段
が
な
く
て
は
目
的
に
到
達
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ーで調
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せ
ず
、

諦
め
ず
。

教
養
と
は

飽
食
回
避
と
の
振
幅
に
人
生
は
あ
る
。

自
分
の
情
報
収
集
能
力

消
化
能
力
の
適
量
に
は
忠
実
に
。

背
伸
び

適
度
の
渇
望
と

世
の
中
を
知
ろ
う
と
す
る
態
度
を
指
す
言
葉

そ
ん
な
か
り
そ
め
の
返
答
を
学
生
諸
君
に
手
向
け
た
記
憶
が
あ
る
。

完
成
あ
る
い
は
未
完
成
と
い
う
状
態
で
は
な
く

で
は
な
い
か
|
|
」
。

そ
れ
を
と

相
似
と
相
違
と
い
う
感
覚
は

}
う
し
た
教
養
の
あ
り
か
た
を

も
っ
と
も
素
朴
か
つ
根
源
的
な
水
準
で
司
る
。

だ
が
右
で
教
養
と

い
さ
さ
か
高
級
っ
ぽ
く
三
日
い
換
え
た
の
が

同
一
平
面
上
の
対
抗
概
念
と
い
う
よ
り
も

模
倣
と
独
創
性
と
い
う
対
だ
ろ
う
。

時
間
差
の
あ
る
空
間
の
う

り
わ
け
芸
術
の
世
界
で

模
倣
と
独
創
と
は

結
び
付
け
て
検
討
し
た
よ
う
に

以
下
に
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
。

相
互
に
補
完
さ
れ
る
生
成
概
念
と
し
て
捕
ら
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

え
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
で

七

パ
タ
ー
ン
認
識
の
現
象
学
一
竜
安
寺
石
庭
の
配
置
に
関
し
て

二
O
O
二
年
九
月
二
六
日
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
ゲ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ン
・
ト
ン
ダ

l
研

究
員
(
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
、
認
知
科
学
の
手
法
を
用
い
、
竜
安
寺
(
京
都
市
右
京
区
)
の
方
丈
前

の
枯
れ
山
水
の
代
表
格
、
石
庭
の
配
置
を
解
明
し
た
、
と
の
情
報
を
伝
え
た
。
庭
石
群
の
対
称
線
が
本
堂
を
通
る
よ
う
な
形
に

配
置
し
て
あ
る
た
め
、
方
丈
を
起
点
と
す
れ
ば
、
対
称
線
は
石
庭
の
中
へ
と
木
の
枝
状
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
石
庭
全
体

の
情
報
が
無
駄
な
く
方
丈
に
集
ま
る
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
鑑
賞
者
は
視
覚
的
な
解
放
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
の
が
、
同
日
『
ネ
イ
チ
ャ

l
』
誌
電
子
版
に
公
表
予
定
の
、
ト
ン
ダ

l
氏
の
論
旨
だ
と
い
う
。
作
庭
師
が
「
意
図
的
に
や

っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
大
変
鋭
い
感
覚
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
ト
ン
ダ

l
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
載
っ
て
い
る
。

石
庭
の
石
の
配
置
分
析
に
は
、
北
脇
昇
(
図

M
)
ほ
か
い
く
つ
も
の
試
み
が
知
ら
れ
る
。
ト
ン
ダ

l
氏
の
方
法
(
図
お
)
も
、

ニ
ュ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
に
従
う
限
り
、
石
庭
の
石
組
み
の
配
置
か
ら
抽
出
し
て
得
ら
れ
た
パ
タ
ー
ン
と
、
情
報
理
論
で

シ
ミ
ュ
レ
イ
卜
さ
れ
た
能
率
的
な
情
報
配
列
の
樹
状
モ
デ
ル
と
が
、
視
覚
的
に
類
似
し
、
重
な
り
あ
う
こ
と
を
、
読
者
に
た
い

す
る
類
似
性
説
得
の
修
辞
的
子
段
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
従
来
、
先
例
を
見
な
い
独
創
と
思
わ
れ
て
き
た
石
組
み
が
、
そ
れ

と
は
無
縁
と
思
わ
れ
て
い
た
別
の
説
明
原
理
と
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
う
|
|
!
と
い
う
印
象
を
得
た
と
き
、
類
似
と
い
う
修
辞

が
、
発
見
の
根
拠
を
提
供
す
る
、
と
い
う
仕
組
み
が
、
こ
こ
に
も
現
れ
る
。
本
論
で
、
は
な
は
だ
お
粗
末
な
が
ら
試
行
錯
誤
し

て
き
た
論
旨
に
照
ら
す
と
、
こ
の
ト
ン
ダ

l
氏
の
論
法
、
あ
る
い
は
そ
の
報
道
の
さ
れ
か
た
に
も
、
類
似
と
模
倣
の
科
学
か
ら
、

問
題
と
す
べ
き
特
質
が
幾

っ
か
浮
か
び
上
が
る
。

マ
ー

図24 北脇昇「竜安寺石庭測図」
(紙に畢 1939)

図25 ゲルトヴァン・トンダー竜安寺分析
図(rネイチャー」誌電子版 2002年9月26日刊行)

ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、

ト
ン
ダ

l
氏
が
図
示
し
た

樹
状
模
型
が
、
本
当
に
石

庭
の
石
組
み
群
の
な
す
対

称
線
と
類
似
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
問
題
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
操
作
を
経
験
し

た
人
な
ら
知
っ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
適
当
な
補
助
線

習圃
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さ
え
引
け
ば
、
大
抵
の
空
間
配
置
は
、
た
い
し
た
苦
労
も
な
く
、
な
ん
ら
か
の
パ
タ
ー
ン
に
吸
収
還
元
さ
れ
る
。
か
つ
て
柳
亮

が
北
斎
の
『
富
山
獄
三
六
景
』
の
構
図
の
秘
密
を
解
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
そ
こ
に
黄
金
比
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
立
証
」

し
た
が
、
適
用
す
る
黄
金
比
の
長
方
形
の
大
小
を
適
当
に
調
整
す
れ
ば
、
大
抵
の
構
図
は
黄
金
比
の
う
え
に
乗
っ
て
し
ま
う
。

最
後
に
は
、
結
局
ど
の
よ
う
な
構
図
に
も
黄
金
比
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
立
証
し
た
格
好
に
な
っ
て
、
所
期
の
目

的
だ
っ
た
北
斎
の
独
創
性
の
立
証
の
ほ
う
は
、
一
巻
の
書
物
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
か
え
っ
て
霞
ん
で
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
。

だ
が
さ
ら
に
危
険
な
の
は
、
こ
う
し
た
重
ね
合
わ
せ
図
に
、
観
衆
が
容
易
に
説
得
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
(
認
知
心
理
学

者
な
ら
と
う
に
承
知
の
は
ず
の
)
心
理
の
ほ
う
だ
。
実
際
、
重
ね
合
わ
せ
が
完
全
か
否
か
は
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
完
全
か
否
か
を
判
断
す
る
、
我
々
の
認
知
の
構
造
に
、
著
し
く
個
人
差
の
あ
る
こ
と
も
、
本
論
文
で
す
で
に
示
し
た
と
お

り
だ
。
新
聞
記
事
、
『
ネ
イ
チ
ャ

i
』
掲
載
、
と
い
っ
た
状
況
証
拠
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
、
と
も
す
れ
ば
、
図
示
さ
れ
た
樹
状

模
型
に
も
権
威
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
き
て
、
何
事
か
が
見
事
に
説
明
さ
れ
た
、
と
い
う
納
得
を
得
て
し
ま
う
聴
取
者
が
多
数

現
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
石
庭
の
石
組
み
配
置
と
情
報
理
論
に
則
っ
た
樹
木
風
の
図
式
と
は
、
見
事
に
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

見
え
て
く
る
。

'bu 

第
三
に
、
ト
ン
ダ
!
氏
の
仮
説
の
弱
点
を
指
摘
す
る
な
ら
、
石
庭
の
鑑
賞
す
る
最
適
点
と
し
て
方
丈
の
前
、
と
い
う
著
し
く

限
定
さ
れ
た
一
点
が
特
権
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
仮
説
で
は
、
石
庭
を
訪
れ
る
客
の
視
点
の
移
動
は
、

さ
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
廊
下
を
移
動
す
る
に
つ
れ
て
、
情
報
量
の
増
減
を
体
験
す
る
鑑
賞
者
が
、
も
っ
と

も
石
組
み
情
報
が
完
墜
に
伝
達
さ
れ
る
方
丈
前
で
、
最
終
的
な
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
時
間
的
な
推
移
を
ト
ン
ダ

l
仮

説
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
も
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
そ
の
場
合
に
も
、
平
面
図
に
お
け
る
情
報
処
理
に
力
点
が
置
か
れ
、
垂

直
方
向
の
効
果
と
の
相
乗
は
、
少
な
く
と
も
時
間
の
限
定
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
報
道
で
は
、
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
立
体
的
な
三
次

可官

若
草
花
畑
叫
訟
で
主
主
弘
J
1
4

元
体
験
に
拡
大
し
て
も
な
お
仮
説
が
妥
当
す
る
の
か
否
か
、
ト
ン
ダ

l
氏
の
見
解
が
楽
し
み
だ
。

以
上
三
点
の
指
摘
は
、
な
に
も
ト
ン
ダ

l
仮
説
を
反
め
る
た
め
に
し
た
の
で
は
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
次
ぎ
の
点
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
庭
師
は
お
そ
ら
く
は
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
ヨ
一

T
Jま
で
も
な
く
今
日
の
情
報
理
論
な
ど
知
る
こ
と
も
な
い
ま

ま
に
、
石
組
み
を
決
定
し
た
。
そ
れ
が
今
に
し
て
情
報
理
論
の
解
析
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
の
重
ね
書
き
、

す
な
わ
ち
あ
る
よ
り
普
遍
的
な
原
理
の
「
模
倣
」
で
あ
っ
た
と
「
判
明
」
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
模
倣
」
で
あ
る
と
判
明

し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
数
百
年
の
年
月
を
経
た
後
の
、
事
後
的
な
出
来
事
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
説
明
不
能
で
あ

っ
た
も
の
が
、
事
後
的
に
模
倣
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
機
制
に
対
し
て
、
世
間
は
「
独
創
性
の
解
明
」
と
い
う

学
術
的
成
果
を
認
定
す
る
。
こ
こ
に
模
倣
性
と
独
創
性
と
九
時
間
差
を
伴
っ
た
相
互
依
存
、
あ
る
い
は
遡
及
的
な
認
知
過
程
と

し
て
、
ス
パ
イ
ラ
ル
な
立
体
構
造
の
う
ち
に
統
合
す
る
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
l
|
あ
る
い
は
了
解
の
構
図
ー
ー
が
見
え
て
く
る

ょ
う
だ
。

紙
面
も
尽
き
た
の
で
、
こ
こ
で
一
旦
打
ち
切
り
と
し
た
い
。
と
は
い
え
、
本
来
論
じ
ら
れ
る
べ
き
は
、
こ
こ
か
ら
の
は
ず
だ
。

画
家
、
林
武
の
『
美
を
語
る
』
で
あ
っ
た
か
、
こ
ん
な
体
験
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
自
分
の
油
絵
の
『
十
和
田
湖
』
だ
っ
た
か
、

我
な
が
ら
構
図
と
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
が
成
功
し
た
、
と
納
得
で
き
た
。
そ
こ
に
い
か
な
る
秘
密
が
あ
る
の
か
と
分
析
し
て
み

る
と
、
構
図
に
あ
る
一
定
の
法
則
の
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
喜
ん
で
同
じ
構
図
を
下
敷
き
に
し
て
み
た
が
、

も
は
や
凡
作
し
か
で
き
な
か
っ
た
、
と
。
成
功
作
に
事
後
的
に
そ
の
成
功
の
理
由
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
次
な
る

創
作
の
範
例
と
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
教
訓
だ
ろ
う
。
模
倣
と
独
創
の
表
裏
の
あ
や
|
|
こ
れ
は
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
(
ン
)

一
一
!
の
『
個
人
的
な
知
』
(
可
ミ
8
S
N
~
同
さ
さ
守
円
台

-
F
S
E
)
や
『
暗
黙
知
』
(
吋
守
吋
お
へ
た
ロ
ミ
尽
き

g
P
5
8
)
の
次
元
に

結
び
付
く
領
域
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
場
所
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

雪 国

118 模倣と創造のダイナミズム類似の臨界119 



中

野

牧
野

山
田

}葉

(
な
か
の
・
き
よ
し
)
一
九
五
六
年
生
ま
れ
。
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
創
造
都
市
研
究
科
教
授
(
国
際
大
学
グ
ロ

l
コ

今

エ

ロ

l
)
。
現
在
は
、
地
域

社
会
と
メ
デ
ィ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
と
知
的
財
産
権
に
関
す
る
分
野
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
。
著
書
に
、
『
電
子
図
書
館
は
ど
う
な
る
人
文
学
と
情
報
処
理

別
冊
』
(
共
著
、
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
)
、
『
知
的
財
産
権
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
改
訂
二
版
』
(
オ
ー
ム
社
、
二

O
O
一
年
)
な
ど
が
あ
る
。

ニ
郎

(
ま
き
の
・
じ
ろ
う
)
一
九
五
三
年
生
ま
れ
。
弁
護
士
、
山
梨
大
学
・
中
央
大
学
講
師
、
電
子
署
名
・
電
子
認
証
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
タ
ス
ク
フ
オ
|
ス
事
務

局
長
。
現
在
は
、
情
報
社
会
に
お
け
る
情
報
流
通
の
法
律
問
題
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
全
般
に
つ
い
て
研
究
、
活
動
中
。
著
書
に
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
法

律
相
談
が
で
き
る
本
』
(
中
経
出
版
、
一
九
九
七
年
)
、
『
市
民
力
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
八
年
)
、
『

I
T
2
0
0
1

な

に
が
問
題
か
』
(
岩
波
書
庖
、
二

O
O
O年
)
な
ど
が
あ
る
。

奨
，ロ

(
ゃ
ま
だ
・
し
よ
う
じ
)
一
九
六
三
年
生
ま
れ
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
部
助
教
授
。
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
助
教
授
併

任
。
情
報
学
専
攻
。
現
在
は
、
人
文
学
と
情
報
学
の
学
際
領
域
、
技
芸
の
創
造
と
伝
達
の
情
報
学
的
研
究
な
ど
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
著
書
に
、
『
文

化
資
料
と
画
像
処
理
』
(
勉
誠
出
版
、
二

O
O
O年
)
、
『
日
本
文
化
の
模
倣
と
創
造
|
|
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
な
に
か
』
(
角
川
書
底
、
二

O
O
二
年
)

等
が
あ
る
。
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