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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

本
論
文
は 

 
 
 

第
一
章 

本
論
の
目
的 

 
 
 

第
二
章 

研
究
の
方
法
と
基
礎
資
料 

 
 
 

第
三
章 
セ
ザ
ン
ヌ
の
自
然
観 

 
 
 

第
四
章 

鉄
斎
の
実
像 

 
 
 

第
五
章 

両
者
絵
画
同
質
性
の
由
縁 

の
全
５
章
よ
り
成
り
、
巻
末
に 

 
 
 

参
考
文
献
一
覧 

 
 
 

セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
索
引 

 
 
 

鉄
斎
の
画
讃
索
引 

 
 
 

創
作
と
の
関
連
に
つ
い
て
（
あ
と
が
き
に
替
え
て
） 

が
付
載
さ
れ
て
い
る
。 

  

以
下
に
論
者
自
身
に
よ
る
各
章
の
概
要
を
掲
げ
る
。 

 

第
一
章 

本
論
の
目
的 

 

本
論
の
目
的
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
鉄
斎
の
絵
画
の
同
質
性
が
、
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
同
質
性
に
つ
い
て
は
、
タ
ウ
ト
や
瀧
拙
庵
ら
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
論
者
も
そ
れ
を
強
く
感
ず
る
。
し
か
し
、
そ
の
由
縁
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で

誰
も
言
及
し
て
は
い
な
い
。 

 

本
論
は
、
で
き
る
限
り
事
実
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
章 

研
究
の
方
法
と
基
礎
資
料 

 
両
者
の
直
接
的
な
影
響
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
研
究
の
方
法
は
、
二
人
の
画
家
の
生
い
立
ち
、
個
性
、
思
想
、
芸
術
観
な
ど
を
考
察
し
、
そ
の
中
に
答
え
を

求
め
て
行
く
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
を
、
画
家
本
人
の
言
葉
と
い
う
、
事
実
に
基
づ
い
て
、
考
察
し
よ
う
と
考
え
た
。 

 

セ
ザ
ン
ヌ
に
つ
い
て
は
、
書
簡
集
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
』
を
精
読
す
る
こ
と
を
、
研
究
の
柱
と
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
な
ど
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
直
接
交
流

の
あ
っ
た
人
た
ち
の
著
書
を
補
足
資
料
と
し
た
。 

 

鉄
斎
に
つ
い
て
は
、
画
賛
の
研
究
を
柱
と
し
た
。
鉄
斎
絵
画
に
は
、
殆
ど
の
場
合
、
自
賛
が
施
さ
れ
て
お
り
、
画
家
自
身
の
言
葉
と
し
て
重
視
し
た
。
基
礎
資
料
と

し
て
、
鉄
斎
画
賛
の
注
釈
書
『
鉄
斎
研
究
全
７１
号
』
を
用
い
た
。
そ
の
他
に
、
弟
子
本
田
成
之
の
著
書
と
、
鉄
斎
の
残
し
た
メ
モ
類
や
書
簡
な
ど
を
ま
と
め
た
、
富

岡
益
太
郎
の
『
鉄
斎
年
譜
』
を
、
補
助
資
料
と
し
た
。 

 

第
三
章 

セ
ザ
ン
ヌ
の
自
然
観
（
セ
ザ
ン
ヌ
の
研
究
） 
 

 

『
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
』
か
ら
、
六
十
九
通
の
手
紙
を
取
り
上
げ
て
吟
味
し
た
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
東
洋
的
な
自
然
観
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
、
予
期
せ
ぬ
事
実
で
あ
る
。『
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
』
と
い
う
書
物
は
、
彼
の
絵
は
晩
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
少
し
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ

の
絵
を
裏
づ
け
て
い
る
彼
の
自
然
観
は
、
ま
さ
し
く
東
洋
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

な
ぜ
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
そ
の
よ
う
な
自
然
観
を
持
ち
得
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
長
く
濃
密
な
自
然
と
の
接
触
を
、
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

セ
ザ
ン
ヌ
が
、
自
ら
の
絵
画
上
の
テ
ー
マ
を
「
自
然
の
研
究
」
と
定
め
て
か
ら
は
、
ま
す
ま
す
自
然
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
。 

 

「
自
然
の
研
究
」
と
は
、「
自
然
を
前
に
し
て
、
自
分
の
一
切
を
忘
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
湧
き
起
る
感
覚
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
実
現
さ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
自
分
に
は
、
そ
う
し
た
感
覚
が
は
っ
き
り
と
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
実
現
に
は
、
な
か
な
か
到
達
で
き
な
い
」
と
死
ぬ
ま
で
言
い
続
け
て
い
る
。
自
然
の
研
究

と
は
、
自
然
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
自
然
観
は
、
自
然
か
ら
直
接
学
び
取
っ
た
も
の
と
言
え
る
。 

 

西
洋
文
明
の
中
で
、
彼
が
、
人
間
よ
り
自
然
を
上
位
に
置
く
よ
う
な
考
え
を
、
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
周
囲
か
ら
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、
絵
も
不
気
味
な
も
の
、

反
逆
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
に
孤
立
し
た
こ
と
が
、
反
面
、
彼
を
し
て
一
層
自
然
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
観
の
形
成
を
後
押

し
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。 

 

ガ
ス
ケ
の
著
作
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
を
通
じ
て
、
東
洋
思
想
に
触
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
、

既
に
、
そ
の
自
然
観
と
芸
術
観
を
確
立
さ
せ
た
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
限
定
的
で
あ
ろ
う
。 
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彼
の
幾
つ
か
の
難
解
と
さ
れ
る
絵
画
理
論
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
そ
の
よ
う
な
自
然
観
に
立
っ
て
、
絵
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
十
分
説
明
で
き
る
。 

 
第
四
章 

鉄
斎
の
実
像
（
鉄
斎
の
研
究
） 

 

鉄
斎
が
、
本
音
を
吐
露
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
画
賛
の
数
々
を
吟
味
す
る
と
、
「
儒
者
を
標
榜
し
な
が
ら
、
神
官
で
も
あ
る
」
と
い
う
鉄
斎
の
実
像
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。 

 

鉄
斎
は
、
自
ら
を
画
家
で
は
な
く
、
学
者
で
あ
る
と
言
い
続
け
た
。
そ
の
学
者
と
し
て
の
専
攻
は
、
儒
学
、
中
で
も
陽
明
学
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
二
十
七
歳
で
学

塾
を
開
き
、
以
後
学
者
の
立
場
を
通
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
神
官
と
し
て
の
鉄
斎
は
、
神
社
を
ベ
ー
ス
と
し
て
身
を
立
て
る
よ
う
、
早
く
か
ら
方
向
づ
け
ら
れ
、
八
歳
の
こ
ろ
神
社
に
出
さ
れ
、
十
五
歳
の
時
に
国
学
を

修
め
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
儒
学
よ
り
先
に
国
学
が
あ
っ
た
。
壮
年
期
に
は
、
社
格
の
高
い
神
社
の
、
神
官
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
各
地
を
旅
し
な
が
ら
、

神
社
の
修
復
や
復
興
に
、
尽
力
し
て
お
り
、
一
生
を
神
道
復
興
に
捧
げ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。 

 

二
足
の
草
鞋
を
履
い
て
い
る
よ
う
な
、
鉄
斎
の
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
富
岡
家
の
家
学
で
あ
っ
た
石
門
心
学
が
、
神
道
、
仏
教
、
儒
教
の
融
合
を
説
い
て
い
る
こ
と

や
、
陽
明
学
が
、
儒
・
仏
・
老
の
三
教
兼
修
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
す
で
に
鉄
斎
の
血
肉
と
な
っ
て
い
る
、
神

道
的
な
器
に
よ
っ
て
、
大
陸
伝
来
の
儒
・
仏
・
老
を
受
け
入
れ
、
鉄
斎
の
内
部
で
、
統
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
居
宣
長
は
、
神
道
の
神
の
概
念
に

つ
い
て
、
「
何な

に

に
ま
れ
、
尋
常

よ
の
つ
ね

な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
る

徳こ

と

の
あ
り
て
、
可
畏

か

し

こ

き
物
を
、
迦
微
と
は

云い

う

な
り
」
と
し
て
い
る
。
大
層
お
お
ら
か
で
あ
り
、
日
本
に
八

百
万
の
神
々
が
存
在
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
鉄
斎
の
ベ
ー
ス
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

鉄
斎
は
、
広
く
三
教
を
説
く
こ
と
を
、
旨
と
し
て
い
る
が
、
彼
の
三
教
と
は
、
こ
の
よ
う
な
神
道
の
器
を
も
っ
て
、
儒
も
仏
も
老
も
、
可
畏
き
物
と
し
て
受
け
入
れ

て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

鉄
斎
の
人
物
像
は
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
絵
画
を
語
る
上
で
、
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
、
鉄
斎
が
、
「
万
巻
の
書
を
読
破
し
、
万
里
の
路
を
踏
破

し
た
」
事
実
で
あ
る
。
薫
其
昌
の
気
韻
論
を
、
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
万
巻
の
書
の
中
で
得
た
知
識
や
感
動
を
、
万
里
の
路
を
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
自

然
に
照
ら
し
て
、
真
実
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
も
の
、
そ
れ
が
、
彼
の
絵
で
あ
る
と
、
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
鉄
斎
は
、
王
陽
明
の
「
掃
俗
塵
」
を
画
道
修
業

の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
俗
な
る
自
我
を
滅
却
し
た
あ
と
に
現
れ
て
き
た
鉄
斎
の
自
然
は
、
神
道
的
な
八
百
万
の
神
々
が
宿
る
自
然
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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第
五
章 

両
者
絵
画
同
質
性
の
由
縁
（
比
較
考
察
と
結
論
） 

 
こ
こ
ま
で
、
個
別
に
見
て
き
た
、
両
者
の
特
徴
を
、
人
物
対
比
表
に
お
く
と
い
う
形
で
連
結
さ
せ
、
比
較
考
察
し
た
。 

 

社
交
性
や
、
絵
と
文
学
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
、
対
照
的
な
項
目
の
多
い
中
、
両
者
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
残
っ
た
の
が
、
次
の
５
項
目
で
あ
る
。 

最
初
に
、
（
１
）
自
然
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。 

 

セ
ザ
ン
ヌ
と
鉄
斎
の
、
芸
術
上
の
共
通
点
は
、
俗
な
る
自
我
を
滅
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
て
く
る
、
自
然
の
本
質
を
、
描
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
長
く
濃
密
な
自
然
と
の
接
触
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

セ
ザ
ン
ヌ
が
自
然
を
求
め
、
自
然
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
切
実
な
姿
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
、
言
わ
ば
当
然
な
前
提
と
す
る
鉄
斎
の
姿
は
異
な
っ
て
見
え
る
。

鉄
斎
に
と
っ
て
は
、
自
然
と
一
体
の
自
己
を
い
か
に
生
き
生
き
と
表
現
で
き
る
か
の
方
に
重
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
但
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
実
践
で
き
る

か
と
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
。「
掃
俗
塵
」
に
は
、「
読
万
巻
書
行
万
里
路
」
の
修
業
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
絵
を
描
く
こ
と
自
体
が
、「
掃
俗
塵
」
の
修
行
だ
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

セ
ザ
ン
ヌ
が
「
自
然
の
研
究
」
に
よ
っ
て
見
出
し
た
、
自
然
の
前
で
一
切
を
忘
れ
て
「
実
現
」
す
る
境
地
と
、
鉄
斎
が
万
里
の
路
を
踏
破
し
、
「
掃
俗
塵
」
の
修
行

に
よ
っ
て
切
り
開
い
た
境
地
は
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
地
平
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ふ
た
り
の
画
家
の
絵
に
、
同
質
の
感
動
が
宿
る
最
大
の
由
縁
が
、
こ
こ
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
、
（
２
）
絵
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
で
あ
る
が
、
二
人
と
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
、「
人
々
の
教
え
に
な
る
絵
」
を
目
指
し
て
い
た
。 

 

二
人
と
も
、
絵
画
は
美
し
い
も
の
を
描
く
も
の
で
は
な
く
、
真
な
る
も
の
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
自
分
が
知
り

得
た
真
実
は
、
絵
で
表
現
し
伝
え
る
以
外
に
、
方
法
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。 

 

鉄
斎
は
、
中
国
絵
画
伝
統
の
勧
戒
主
義
を
受
け
継
い
で
お
り
、
絵
と
賛
に
よ
っ
て
真
実
を
、
人
々
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。「
以
画
説
法
」
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
倫
理
性
が
、
二
人
の
絵
の
同
質
性
に
、
関
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
は
、
（
３
）
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
二
人
は
伝
統
重
視
と
い
う
点
で
、
極
め
て
近
い
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
セ
ザ
ン
ヌ

が
、
自
分
の
仕
事
を
、
「
プ
ッ
サ
ン
を
自
然
に
即
し
て
や
り
直
す
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
伝
統
を
、
東
洋
的
な
自
然
観
で

や
り
直
す
こ
と
を
、
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
仕
事
に
こ
そ
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
美
術
史
的
意
義
が
あ
る
。 

 

石
濤
に
私
淑
し
、
呉
鎮
の
画
冊
を
座
右
に
置
い
て
い
た
鉄
斎
は
、
大
陸
の
伝
統
思
想
や
中
国
画
論
に
深
く
参
入
し
、
そ
れ
を
日
本
的
な
器
で
統
合
す
る
こ
と
が
、
彼

の
画
業
そ
の
も
の
と
言
え
る
程
で
あ
る
。 
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セ
ザ
ン
ヌ
の
言
い
方
に
倣
え
ば
、
「
鉄
斎
は
、
中
国
の
伝
統
を
、
八
百
万
の
神
々
が
宿
る
自
然
で
や
り
直
し
、
東
洋
の
芸
術
と
し
て
集
大
成
さ
せ
た
」
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 

二
人
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
自
ら
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
伝
統
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
こ
れ
を
前
に
推
し
進
め
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
強
烈
な
自
己

表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

次
は
（
４
）
時
流
を
顧
み
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

両
者
と
も
に
、
時
流
を
顧
み
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
、
結
果
と
し
て
時
代
を
創
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鉄
斎
は
西
洋
文
明
が
津
波
の
如
く

押
し
寄
せ
る
瀬
戸
際
に
あ
っ
て
、
東
洋
の
伝
統
を
集
大
成
す
る
最
後
の
機
会
を
、
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
に
し
て
も
、
自
然
科
学
が
不
可
避
的
に
近

代
の
芸
術
に
影
響
を
与
え
、
分
化
、
分
解
の
方
向
に
進
む
一
歩
手
前
で
、
「
実
現
」
と
い
う
統
一
を
果
た
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

最
後
に
上
げ
ら
れ
る
共
通
点
は
、（
５
）
気
質
と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
強
く
継
続
す
る
力
を
、
本
源
的
に
有
す
る
気
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
力
は
、
自
然
と
結
び
つ
い
て
駆
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
人
の
画
家
の
作
品
に
は
、
何
も
の
に
も
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
己
が
現
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
何

も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
自
然
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
点
に
到
達
す
る
に
は
、
そ
れ
を
妨
げ
る
諸
々
と
の
闘
い
が
あ
っ
た
、
二
人
の
画

家
に
共
通
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
々
を
乗
り
越
え
て
、
並
は
ず
れ
た
努
力
と
研
鑽
を
継
続
さ
せ
、
自
ら
の
芸
術
の
自
由
と
独
立
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、

そ
の
よ
う
な
気
質
で
あ
る
。 

 

二
人
と
も
、
自
己
の
内
部
に
、
原
初
的
な
力
が
駆
動
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
５
つ
の
事
項
は
、
人
物
対
比
で
偶
然
残
っ
た
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
本
質
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
鉄
斎
の
神
髄
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
。
彼
ら
の
絵
の
、
同
質
の
感
動
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

加
え
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
口
癖
で
あ
っ
た
「
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
」
と
鉄
斎
が
求
め
続
け
た
「
気
韻
生
動
」
を
詳
し
く
考
察
し
た
結
果
、
同
質
性
の
由
縁
が
、
更
に
明
ら
か

に
な
っ
た
。「
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
」
と
は
、
人
間
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
気
質
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
こ
れ
を
、
自
然
と
触
れ
合
っ
て
は
じ
め
て
、

動
き
出
す
も
の
と
、
捉
え
直
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
韻
生
動
と
同
等
の
内
容
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
の
内
奥
に
あ
る
自
己
と
自
然
と
が
、
響

き
合
い
、
一
体
化
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
気
韻
生
動
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
も
、
本
質
を
同
じ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

結
論
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
鉄
斎
に
は
、
画
家
の
本
質
的
な
部
分
に
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
故
に
、
彼
ら
の
作
品
に
、
同
質
の
感
動
が
宿
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
と
は
、
伝
統
と
自
然
に
学
び
、
俗
な
る
自
我
を
滅
却
し
、
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
自
己
を
、
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。 

 
二
、
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
特
色
・
意
義 

① 

一
読
し
て
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
周
到
に
配
慮
さ
れ
た
堅
固
な
組
み
立
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
本
論
文
の
目
的
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
と
鉄
斎
の
絵
、
特

に
両
画
家
の
晩
年
の
作
品
に
見
ら
れ
る
同
質
性
の
由
縁
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
明
記
し
、
次
い
で
そ
の
方
法
の
主
な
部
分
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
の
精
読
、
鉄

斎
画
賛
の
研
究
、
作
品
の
熟
覧
・
模
写
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
こ
の
方
法
の
順
序
に
従
っ
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
自
然
観
、
鉄
斎
の
実
像
と
く
に
自
然
観
、
そ
し
て
両
者

絵
画
の
同
質
性
の
由
縁
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。
見
事
な
構
成
で
あ
る
。 

 

② 

セ
ザ
ン
ヌ
の
思
想
・
人
物
を
探
る
の
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
々
の
手
紙
を
第
一
の
資
料
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
他
に
適
当
な
資
料
が
見
当
た
ら
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
。
論
者
は
セ
ザ
ン
ヌ
関
係
の
手
紙
六
十
九
通
を
四
つ
の
時
期
に
分
類
整
理
し
て
詳
し
く
分
析
検
討
し
、

こ
の
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
な
ど
も
参
照
し
て
、 

 
 

ま
ず
、
自
然
に
直
に
接
す
る
こ
と
、
次
に
、
意
志
的
な
自
我
を
消
し
去
っ
て
、
自
分
に
固
有
の
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
で
そ
の
自
然
を
感
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
感

覚
を
絵
に
す
る
こ
と 

と
い
う
東
洋
的
境
地
に
セ
ザ
ン
ヌ
が
到
達
し
て
い
く
過
程
を
詳
細
に
論
述
し
て
い
く
。
そ
の
描
写
は
ま
こ
と
に
鮮
や
か
で
あ
る
。 

 

③ 

鉄
斎
の
思
想
や
人
物
を
探
る
の
に
彼
の
画
賛
が
中
心
の
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
。
鉄
斎
は
画
論
・
書
論
の
類
を
殆
ど
残
し
て

い
な
い
け
れ
ど
も
、
お
び
た
だ
し
い
画
賛
を
残
し
て
い
た
。
当
然
そ
れ
ら
は
鉄
斎
研
究
で
重
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
従
来
の
鉄
斎
研
究
で
は
そ

れ
が
十
分
に
為
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
を
妨
げ
て
い
た
壁
は
、
賛
の
解
読
の
困
難
さ
に
あ
っ
た
。
先
ず
鉄
斎
の
書
の
読
み
づ
ら
さ
そ
し
て
「
万
巻
の
書
物

を
読
む
」
と
自
負
す
る
鉄
斎
の
該
博
な
学
識
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
る
賛
の
内
容
の
理
解
の
難
し
さ
で
あ
っ
た
。
論
者
は
し
か
し
敢
え
て
こ
の
困
難
に
い
ど
ん
だ
。
鉄

斎
美
術
館
が
二
十
七
年
の
歳
月
を
か
け
て
刊
行
し
た
『
鉄
斎
研
究
全
７１
号
』
が
こ
れ
を
助
け
た
。
論
者
は
多
く
の
画
賛
の
中
か
ら
鉄
斎
の
「
本
音
」
が
現
れ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
百
四
十
二
点
を
抽
き
出
し
、
更
に
そ
の
中
か
ら
三
十
四
点
を
選
ん
で
、
一
点
ず
つ
克
明
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 

 
 

絵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
塵
を
払
い
、
か
く
て
高
め
ら
れ
た
自
己
が
は
た
ら
き
出
し
て
絵
を
描
く
。 

と
い
う
「
画
道
修
行
者
」
鉄
斎
の
姿
を
浮
か
び
上
ら
せ
て
く
る
。
こ
れ
も
見
事
で
あ
る
。 

- 7 - 



 
 

④ 

論
者
は
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
二
人
の
画
家
の
作
品
に
見
ら
れ
る
内
面
的
同
質
性
に
つ
い
て 

 
 

セ
ザ
ン
ヌ
が
「
自
然
の
研
究
」
と
称
す
る
修
行
の
果
て
に
見
出
し
た
、
自
然
の
前
で
我
を
忘
れ
て
「
実
現
」
す
る
境
地
と
、
鉄
斎
が
、
東
洋
思
想
が
指
し
示
す
と

こ
ろ
を
「
万
里
の
道
を
行
く
」
実
践
で
切
り
開
い
た
境
地
は
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
地
平
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
画
家
の
絵
に
同
質
の
感
動
が
宿
る
最
大
の

由
縁
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 

と
結
論
づ
け
る
。
両
画
家
の
作
品
に
宿
る
親
近
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
、
瀧
拙
庵
、
小
野
竹
喬
、
中
川
一
政
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
よ
っ

て
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
親
近
性
の
中
味
を
こ
の
よ
う
に
明
確
に
説
得
力
を
も
っ
て
述
べ
た
も
の
は
か
つ
て
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

⑤ 

論
者
は
ま
た
、
二
人
の
画
家
に
共
通
す
る
地
盤
と
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
創
作
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
し
た
「
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
」

と
東
洋
画
論
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
、
そ
し
て
鉄
斎
も
重
視
し
た
「
気
韻
生
動
」
を
取
り
上
げ
、 

 
 

人
間
の
内
奥
に
あ
る
自
己
と
自
然
と
が
、
響
き
合
い
、
一
体
化
し
て
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
気
韻
生
動
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
タ
ン
ペ
ラ
マ
ン
も
、
本
質

を
同
じ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
セ
ザ
ン
ヌ
に
鉄
斎
が
共
通
に
す
る
地
盤
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。 

と
す
る
。
一
見
奇
矯
と
も
受
取
ら
れ
そ
う
な
こ
の
大
胆
な
発
言
が
逆
に
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
読
む
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
本
論
文
の
勝
れ
た
特
色
の
一
つ

が
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

三
、
残
さ
れ
た
課
題 

 

論
者
が
大
学
院
の
門
を
叩
い
た
の
は
、
論
者
の
言
に
よ
れ
ば 

 
 

思
わ
ず
胸
郭
が
押
し
開
か
れ
る
よ
う
な
景
色
に
出
会
い
、
こ
れ
を
表
現
し
そ
の
作
品
が
他
者
の
胸
郭
を
開
か
し
む
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
…
… 

と
考
え
て
絵
画
制
作
を
志
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の 

 
 

鉄
斎
を
日
本
の
セ
ザ
ン
ヌ
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い 

と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
両
者
の
比
較
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
論
者
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
つ
い
て
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
鉄
斎
に
つ
い
て
は

大
学
院
に
入
学
し
て
か
ら
、
共
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
論
者
は
こ
の
研
究
に
よ
っ
て 

 
 

西
洋
的
な
も
の
と
東
洋
的
な
も
の
と
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
ゆ
く
べ
き
か
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
得
、
今
後
の
制
作
の
方
向
が
定
着
し
た 

と
述
べ
て
い
る
。
評
者
は
、
論
者
が
い
つ
の
日
に
か
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
至
り
得
た
新
た
な
る
立
場
か
ら
、
更
め
て
、
自
他
の
「
胸
郭
を
押
し
開
く
よ
う
な
」
作
品
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を
創
り
出
す
の
を
待
望
す
る
。
論
者
は
ま
た
、 

 
 

セ
ザ
ン
ヌ
の
自
然
観
が
成
立
す
る
必
然
性
に
つ
い
て
、
一
旦
古
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
ま
で
遡
っ
て
、
そ
こ
か
ら
西
洋
の
思
潮
を
研
究
す
る
必
要
が
痛
感
さ
れ 

 
 

た 

と
述
べ
て
い
る
。
評
者
は
こ
の
方
面
に
於
て
論
者
と
共
に
研
究
で
き
る
日
の
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。 

 

本
論
文
は
全
体
と
し
て
上
述
の
如
く
す
ぐ
れ
た
論
文
で
あ
り
、
今
後
へ
の
大
き
な
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
敢
え
て
不
満
な
点
を
挙
げ
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ

の
手
紙
と
鉄
斎
の
画
賛
の
検
討
に
お
い
て
、
今
一
歩
の
踏
み
込
み
が
ほ
し
い
と
い
う
、
い
わ
ば
隔
靴
掻
痒
の
憾
み
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
語
学
力
の
問

題
に
関
わ
る
こ
と
で
一
朝
一
夕
に
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
が
、
や
は
り
一
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。 

 

四
、
審
査
結
果
の
要
旨 

 

本
委
員
会
は
、
以
上
の
如
き
観
点
か
ら
、
本
論
文
を
、
着
想
の
独
創
性
、
叙
述
の
的
確
さ
、
構
成
の
整
合
性
な
ど
に
わ
た
っ
て
精
査
し
た
結
果
、
全
員
の
一
致
を
も

っ
て
、
上
記
学
位
申
請
者
に
博
士
（
芸
術
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。 
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