
「
対
話
型
」
の
鑑
賞
法
を
手
掛
か
り
と
し
た
美
術
鑑
賞
の
実
践松

友

知
香
子

は
じ
め
に

本
論
で
は
、「
対
話
型
」
の
鑑
賞
法
を
手
掛
か
り
と
し
た
、
新
し
い
美
術
鑑
賞
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
テ
ー
マ
の
背
後
に
は
、

本
学
の
学
生
が
、
美
術
作
品
に
対
し
て
示
す
反
応
、
つ
ま
り
消
極
的
か
つ
受
け
身
な
態
度
と
、
そ
れ
を
解
消
す
る
よ
う
な
、
初
歩
的
な

美
術
鑑
賞
の
方
法
を
考
案
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
学
の
学
生
の
、
美
術
作
品
に
対
す
る
消
極
的
な
反
応
は
、
欧

米
諸
国
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
、
ア
メ
リ
カ
の
美
術
館
関
係
者
に
よ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
美
術
作
品

を
も
っ
と
気
軽
に
楽
し
め
る
よ
う
な
鑑
賞
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
あ
る
い
は
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
対
話
型
の
鑑
賞
方
法
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
成
果
は
、
日
本
に
お
い
て
も
九
〇
年
代
か
ら
美
術
館
や
教
育
現
場
等
で
導
入
が
試
み
ら
れ
て
い
�る

。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
提
案
さ
れ
た
「
対
話
型
」
の
鑑
賞
法
を
適
宜
、
参
照
し
な
が
ら
、
大
学
生
が
美
術
作
品
に
つ
い
て
、
自
由
に
語
り
あ
い
、
そ
の

対
話
か
ら
作
品
の
魅
力
を
発
見
し
、
さ
ら
に
は
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
検
討
し
た
い
。
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一
、
美
術
鑑
賞
と
は
、
ど
の
よ
う
な
体
験
か

ま
ず
美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
体
験
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
単
な
る
「
好
き
」／「
嫌
い
」
と
い
う
直

感
的
な
判
断
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
作
品
の
素
材
、
あ
る
い
は
形
態
や
色
彩
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
作

者
の
意
図
を
推
測
し
た
り
、
制
作
当
時
の
時
代
精
神
を
理
解
す
る
よ
う
な
、
知
的
な
活
動
で
あ
る
。
ま
た
個
人
的
な
領
域
に
引
き
つ
け

る
な
ら
ば
、
美
術
作
品
は
、
普
段
の
生
活
で
は
意
識
し
な
い
よ
う
な
内
面
や
無
意
識
の
領
域
を
映
す
、
い
わ
ば
心
の
鏡
で
も
あ
る
。
美

術
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
行
為
は
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
次
元
で
、
知
性
と
感
性
を
洗
練
さ
せ
る
精
神
的
な
活
動
と
い
え
る
。

こ
の
「
鑑
賞
（appreciation
）」
と
い
う
行
為
を
定
義
づ
け
る
な
ら
ば
、
佐
々
木
健
一
編
『
美
学
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
美
的
体
験
」

と
し
て
、
以
下
の
五
つ
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
�る

。
す
な
わ
ち
（
一
）
感
覚
性
の
契
機
に
即
し
て
み
れ
ば
、
美
的
体
験
は
時
間
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。（
二
）
知
性
的
契
機
に
即
し
て
見
れ
ば
、
美
的
体
験
は
発
見
的
で
あ
る
。（
省
略
）

美
的
体
験
は
出
会
い
で
あ
り
、「
開
い
た
体
験
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
。（
三
）
こ
の
注
意
深
い
待
機
性
は
、
当
然
、
精
神
を
活
性
化
し
、

美
的
体
験
を
充
実
し
た
も
の
と
し
、
こ
の
活
力
と
充
実
が
、
体
験
を
快
で
彩
る
。（
四
）
美
的
体
験
の
な
か
で
の
発
見
は
、
ま
ず
は
対
象

の
特
徴
の
発
見
だ
が
、
そ
れ
を
介
し
て
体
験
主
体
自
身
の
発
見
に
も
つ
な
が
る
。
美
的
体
験
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
好
み
、

性
格
、
感
受
性
、
思
想
な
ど
の
自
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。（
五
）
対
象
と
な
る
芸
術
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
や
傾
向
、
環
境
と
な
る
時
代

や
文
化
の
性
質
に
よ
っ
て
、
美
的
体
験
も
ま
た
、
特
に
感
性
―
知
性
の
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、
あ
り
方
は
一
様
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
は
い
ず
れ
も
、
大
学
生
の
知
的
な
好
奇
心
を
満
た
し
、
作
品
を
介
し
て
現
れ
る
多
様
な
他
者
へ
の
理
解
を
促
し
、

心
の
成
長
に
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
美
術
作
品
を
前
に
し
た
彼
ら
の
反
応
は
、
た
い
て
い
困
惑
の
表
情
を
浮
か
べ
な
が
ら
、

「（
こ
の
作
品
は
）
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
拒
絶
で
お
わ
る
。
美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
「
作
品
の
中
へ
入
る
」
と
表
現
す
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る
こ
と
が
あ
る
が
、
作
品
の
中
へ
と
自
我
を
没
入
さ
せ
る
契
機
が
訪
れ
る
前
に
、（
学
生
た
ち
は
）
作
品
の
外
で
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ

か
ら
ず
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
最
初
の
困
惑
や
拒
否
反
応
を
和
ら
げ
、
美
術
史
の
知
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
芸
員
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
鑑
賞

者
を
美
術
作
品
へ
と
導
く
よ
う
な
、
新
し
い
鑑
賞
法
の
一
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
美
術
館
関
係
者
か
ら
提
案
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ

の
方
法
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
た
い
。

二
、「
対
話
型
」
鑑
賞
法
と
は
何
か

本
章
で
取
り
上
げ
る
「
対
話
型
」
の
鑑
賞
法
を
提
唱
し
た
ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
は
、
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
九
六
年
に
か
け
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
教
育
部
に
勤
務
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
公
立
小
学
校
の
教
師
七
五
名
と
児
童
約
三
五
〇
〇
名
を
対
象
に
、

五
年
を
か
け
て
体
系
化
し
た
「
視
覚
を
用
い
て
考
え
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム：

V
isualT

hinking
Strategy

」
の
制
作
に
参
加
す
る
と

い
う
経
歴
を
持
�つ

。
そ
の
成
果
は
、
日
本
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
八
年
に
は
『
な
ぜ
、
こ
れ
が
ア
ー
ト
な
の
？
（
淡

交
社
）』、
二
〇
〇
一
年
に
は
『
み
る

か
ん
が
え
る

は
な
す：
鑑
賞
教
育
へ
の
ヒ
ン
ト
（
淡
交
社
）』
が
刊
行
さ
れ
て
い
�る

。

前
述
し
た
『
な
ぜ
、
こ
れ
が
ア
ー
ト
な
の
？
』
に
は
、
美
術
館
を
訪
れ
た
人
が
感
じ
る
一
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
と
で
も
言
う

べ
き
反
応
を
和
ら
げ
る
事
例
や
ヒ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
概
要
を
紹
介
す
る
と
、
美
術
と
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
創
造
す

る
幻
想
（
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
美
術
作
品
の
概
念
が
固
定
さ
れ
、
美
術
と
は
、
現

実
の
世
界
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
リ
ア
ル
さ
に
の
み
、
人
々
は
ス
リ
ル
を
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
古
典
主
義
的
な
絵
画
の
一
つ
の
特
徴
に
す
ぎ
ず
、
近
代
以
降
の
美
術
作
品
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
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洞
窟
に
描
か
れ
た
原
始
美
術
の
よ
う
に
、
も
は
や
想
像
力
で
そ
の
意
味
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
イ
メ
ー
ジ
も
含
め
て
、「（
作
品

の
）
意
味
は
、
人
々
が
作
品
を
見
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
作
品
と
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
作
品
に
付
加
さ
れ
る
も
�の

」

だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
と
は
、「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
〈
生
〉
や
〈
現
実
〉
の
ま
わ
り
の
影
を
な
ぞ
っ
て
描
い
た
微

か
な
輪
郭
を
、
私
た
ち
が
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
で
埋
め
て
い
く
作
�業

」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
前
提
か
ら
ア
レ
ナ
ス
は
、
美
術
作
品
を
前
に
、
子
ど
も
や
大
人
を
含
む
様
々
な
鑑
賞
者
を
前
に
、
興
味
深
い
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー

�ク
を
展
開
す
る
。
ア
レ
ナ
ス
の
著
書
『
み
る

か
ん
が
え
る

は
な
す：

鑑
賞
教
育
へ
の
ヒ
ン
ト
（
二
〇
〇
一
年
）』
に
よ
れ
ば
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
で
気
づ
い
た
自
由
な
鑑
賞
へ
の
障
壁
（
た
と
え
ば
美
術
館
で
使
わ
れ
る
言
葉
の
難
解
さ
や
、
美
術
教
育
が
提
唱
す
る

効
果
の
あ
い
ま
い
さ
〈
創
造
性
や
個
性
、
想
像
力
、
感
受
性
の
涵
養
な
ど
〉）
を
い
っ
た
ん
取
り
崩
し
て
し
ま
っ
て
、
む
し
ろ
鑑
賞
者
に

対
し
て
「
こ
の
絵
の
な
か
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
？
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
答
え
が
、
心
に
浮
か
ん
だ
思
い
つ
き
や
、

独
り
よ
が
り
な
考
え
方
で
あ
っ
た
と
き
に
、「
絵
の
中
の
何
を
見
て
、
そ
う
思
っ
た
の
？
」
と
再
び
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鑑
賞

者
が
最
初
の
答
え
を
裏
付
け
る
手
が
か
り
を
探
そ
う
と
作
品
を
も
う
一
度
見
直
す
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
鑑
賞
者
に
と
っ
て
、

作
品
の
新
し
い
像
が
展
開
す
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
三
つ
目
の
質
問
は
、「
他
に
何
が
見
え
る
か
な
？
」
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
に
よ
っ

て
、
鑑
賞
者
は
最
初
に
注
目
し
た
部
分
以
外
に
も
、
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
対
話
か
ら
浮
か
び
上
が
る
個
人

の
感
性
は
、
美
術
史
と
い
う
学
問
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
美
術
館
で
の
作
品
解
説
は
面
白
み
の
な
い
、

美
術
館
の
外
に
出
れ
ば
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
美
術
館
で
は
従
来
の
作
品
ガ
イ
ド
の
代
わ
り

に
、
鑑
賞
者
た
ち
に
気
軽
な
話
し
合
い
の
機
会
を
提
供
し
、
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
に
関
す
る

大
胆
で
自
由
な
意
見
が
交
換
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
思
い
が
け
ず
哲
学
的
・
知
的
な
喜
び
を
獲
得
で
き
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
自
由
な
発
想
を
引
き
出
す
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
と
し
て
の
学
芸
員
に
よ
る
〈
問
い
か
け
〉
と
、
そ
の
答
え
で
あ
る
鑑
賞
者

比較文化論叢３１ 58



か
ら
の
私
的
な
コ
メ
ン
ト
を
、
作
品
そ
の
も
の
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い
く
に
は
、
作
品
に
関
す
る
美
術
史
的
な
理
解
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

ア
レ
ナ
ス
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
�ク

（
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の
『
ガ
ン
マ
・
ツ
ェ
ー
タ
（
一
九
六
〇
年
）』、
図
一
）
で
は
、
鑑
賞
者
た

ち
の
発
言
に
適
宜
、
柔
和
に
反
応
し
て
い
く
が
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
が
、
そ
の
作
品
の
本
質
に
触
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
を
見
逃
さ
ず
、
美

術
史
的
な
知
識
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
が
、
作
品
に
関
す
る
専
門
家
の
美
術
史
的
な
解
釈
を
伝
え
る
従

来
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
鑑
賞
者
を
積
極
的
な
鑑
賞
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
、
大
学
生
に
よ
る
「
対
話
型
」
の
美
術
鑑

�賞

本
章
で
は
、
ア
レ
ナ
ス
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
モ
ー
リ

ス
・
ル
イ
ス
に
よ
る
、
一
九
六
〇
年
の
作
品
『
ガ
ン
マ
・
ツ
ェ
ー
タ
』
を
題
材
と
し

て
選
び
、
大
学
生
に
�
あ
ら
か
じ
め
三
つ
の
質
問
（「
こ
の
作
品
に
で
何
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
か
？
」「
絵
の
中
の
何
を
見
て
そ
う
思
い
ま
し
た
か
？
」「
こ
の
絵
に
タ
イ
ト

ル
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
何
で
し
ょ
う
か
？
」）
が
記
さ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
、

そ
こ
に
思
い
つ
い
た
こ
と
を
自
由
に
記
述
さ
せ
�た

。
そ
の
あ
と
に
�
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
お
互
い
の
意
見
を
交
換
さ
せ
た
。
ま
ず
は
そ
の
対
話
を
引
用

し
、
そ
の
あ
と
で
学
生
と
教
員
に
よ
る
作
品
鑑
賞
の
課
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て

み
た
い
。

図１ モーリス・ルイス 『ガンマ・ツェータ』１９６０年 マグナ
（アクリル）、カンヴァス２５８．５×３７７．２cm（川村記念美術館所蔵）
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学
生
Ａ：

僕
が
最
初
に
思
っ
た
の
は
、
こ
の
流
れ
方
、
な
ん
か
血
が
流
れ
て
い
る
み
た
い
だ
な
、
で
血
が
流
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
な
ん
で

こ
の
中
央
の
空
間
が
空
い
て
い
る
の
か
な
と
考
え
た
ら
、
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
と
か
事
実
か
ら
、
目
を
そ
ら
し
て
い
る
の
か
な
と

か
、
そ
れ
は
端
の
ほ
う
で
、
自
分
の
目
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
暗
喩
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

教
員：
赤
色
を
血
と
連
想
し
た
ん
で
す
ね
。
で
も
色
は
赤
以
外
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
色
の
違
い
に
つ
い
て
は
？

学
生
Ａ：
い
ろ
ん
な
人
が
い
て
、
そ
れ
は
目
の
色
と
か
肌
の
色
と
か
…

教
員：

民
族
的
な
多
様
性
を
表
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
ね
。
で
は
真
ん
中
の
空
間
に
つ
い
て
は
？

学
生
Ａ：

そ
れ
は
、
血
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
流
れ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
人
が
死
ん
だ
り
と
か
。
そ
れ
を
作
者
は
、（
作
品
の
）
真

ん
中
を
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
目
を
逸
ら
し
て
い
る
、
自
分
の
な
か
で
は
現
実
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
た
だ
自
分
の
目
に

は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
し
か
そ
れ
は
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
…
。

教
員：

流
れ
て
い
る
よ
う
な
絵
の
具
の
形
態
か
ら
、
作
品
全
体
を
解
釈
し
て
ま
す
ね
。
世
界
中
で
多
く
の
人
が
血
を
流
し
て
い
る
現
実
と
、

そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
自
己
意
識
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
Ａ
く
ん
が
注
目
し
た
、
絵
の
具
が
流
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
理
由
で
す
が
、
モ
リ
ス
さ
ん
は
、
特
殊
な
描
き
方
と
い
う
か
、
変
わ
っ
た
絵
の
具
の
使
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
通
常
の
よ

う
に
、
絵
筆
で
色
を
塗
る
の
で
は
な
く
て
、
キ
ャ
ン
バ
ス
ご
と
傾
け
て
、
流
れ
や
す
く
調
合
し
た
絵
の
具
を
画
面
上
に
流
し
て
こ
の
部
分
を

仕
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
絵
画
は
、
偶
然
と
か
時
間
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
さ
て
他
の
人
は
、
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

学
生
Ｂ：

私
は
こ
の
絵
を
見
て
、
そ
こ
ま
で
深
く
考
え
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
な
ん
で
こ
こ
（
中
央
部
）
が
空
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
し
か
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

教
員：

Ｂ
さ
ん
は
、
な
ぜ
空
い
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
か
。

学
生
Ｂ：

私
は
絵
を
見
る
と
き
に
、
真
ん
中
ば
っ
か
り
見
ち
ゃ
う
、
端
っ
こ
は
あ
ん
ま
り
見
な
い
の
で
、
た
い
て
い
真
ん
中
に
重
要
な
人
物

が
い
て
、
端
っ
こ
に
は
一
般
の
人
た
ち
が
い
て
、
見
な
く
て
も
別
に
、
支
障
は
な
い
と
い
う
感
じ
で
、
な
ん
で
こ
こ
が
空
い
て
い
る
の
は
、

何
か
意
味
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
で
す
。

教
員：

さ
き
ほ
ど
Ａ
く
ん
が
話
し
て
く
れ
た
色
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
？
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学
生
Ｂ：

色
は
、
こ
ち
ら
は
明
る
く
て
、
こ
ち
ら
は
暗
い
ん
で
す
け
ど
、
緑
だ
け
明
る
み
が
あ
る
と
い
う
か
、
赤
茶
色
と
か
は
黒
い
か
ん
じ

じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
そ
れ
は
な
ん
で
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

教
員：
Ｂ
さ
ん
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
央
に
重
要
な
モ
チ
ー
フ
を
入
れ
る
の
は
、
伝
統
的
な
絵
画
の
表
現
方
法
の
一
つ
で

す
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
作
品
『
最
後
の
晩
餐
』
の
よ
う
に
。
よ
く
気
づ
き
ま
し
た
ね
。
こ
の
絵
画
上
の
慣
習
が
破
ら
れ
る
の

は
、
お
お
よ
そ
二
〇
世
紀
初
頭
に
モ
ン
ド
リ
ア
ン
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
が
登
場
し
て
か
ら
で
す
。
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
作
品
は
機
会
が
あ

れ
ば
、
ま
た
見
ま
し
ょ
う
。
さ
て
二
人
の
意
見
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
学
生
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

学
生
Ｃ：

色
で
言
え
ば
、
右
側
は
三
原
色
で
、
左
側
は
そ
れ
と
は
違
う
暗
め
の
色
を
使
っ
て
い
て
、
そ
し
て
色
の
個
数
も
、
五
対
三
で
、
左

側
の
方
が
、
色
が
多
く
て
、
右
側
の
方
が
色
が
少
な
い
ん
で
す
け
ど
、
パ
ッ
と
見
た
時
に
、
両
方
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
、

僕
の
目
に
は
感
じ
て
、
な
ん
だ
か
不
思
議
な
感
じ
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
あ
と
ア
ク
リ
ル
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
水
の
感

じ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
考
え
た
ら
、
こ
の
二
つ
が
山
に
み
え
て
き
て
、
流
れ
る
水
感
が
、
水
脈
と
い
う
か
、
山
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
流
れ
て

い
く
水
脈
に
見
え
て
、
左
右
対
称
的
な
山
が
あ
っ
て
、
一
つ
の
風
景
と
し
て
収
ま
る
と
い
う
感
じ
な
の
か
な
と
感
じ
た
り
、
あ
と
も
う
一
つ

は
、
さ
っ
き
の
一
部
分
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
蝶
の
羽
の
よ
う
に
見
え
て
き
て
、
そ
の
蝶
の
羽
の
一
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
た
感

じ
で
、
こ
の
ア
ク
リ
ル
の
垂
れ
て
い
る
感
じ
も
、
そ
う
見
る
と
虫
の
血
管
の
よ
う
な
感
じ
が
し
て
き
ま
し
た
。

教
員：

と
て
も
綺
麗
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
説
明
の
仕
方
も
上
手
で
す
。
絵
の
個
々
の
色
彩
を
挙
げ
な
が
ら
、
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
い
ま
す
。
で
は
中
央
の
空
間
は
？

学
生
Ｃ：

（
画
家
は
）
何
も
考
え
て
な
い
の
か
な
と
い
う
感
じ
で
…
。

現
実
、
血
が
流
れ
て
い
る
現
実
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
色

の
色
相
と
し
て
、
明
る
い
方
と
暗
い
方
が
あ
る
の
で
、
二
つ
の
現
実
と
い
う
か
、
楽
し
く
て
、
体
の
外
に
流
れ
る
血
で
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、

滾
る
よ
う
な
血
を
右
側
が
表
し
て
い
て
、
左
は
、
悲
し
い
現
実
と
か
に
直
面
し
た
人
た
ち
の
悲
し
い
血
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

あ
れ
ば
、
左
右
の
色
の
差
が
な
ん
と
な
く
そ
う
見
え
て
く
る
の
か
な
と
思
っ
て
。
空
白
の
部
分
が
あ
る
の
で
、
今
後
、
こ
の
空
白
の
部
分
に
、

ど
っ
ち
の
血
が
増
え
て
い
く
の
か
、
世
界
は
ど
っ
ち
の
方
向
に
行
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
余
地
と
い
う
か
余
白
と
い
う
か
…
。

教
員：

ル
イ
ス
さ
ん
に
と
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ま
だ
描
け
な
い
、
未
来
の
こ
と
を
こ
こ
に
描
こ
う
と
お
も
っ
て
い
る
か
ら
…
。

学
生
Ｃ：

一
九
六
〇
年
代
と
い
う
こ
と
で
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
な
の
で
、
戦
争
を
経
験
し
て
い
る
と
思
う
の
で
、
経
験
し
た
上
で
、
未
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来
に
希
望
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
不
確
か
な
感
覚
な
の
で
、
三
原
色
だ
け
で
、
三
本
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
希
望
は
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

教
員：
余
白
は
未
来
を
描
く
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
、
見
通
し
は
明
る
そ
う
で
す
か
？

学
生
Ｃ：
僕
個
人
と
す
れ
ば
、
三
原
色
の
方
が
伸
び
し
ろ
が
あ
る
と
感
じ
て
い
て
、
重
い
方
は
、
圧
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
学
生
か
ら
は
、
絵
画
作
品
の
様
々
な
特
徴
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
が
、
予
想
以
上
に
集
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。
色
彩
と

い
う
極
め
て
喚
起
力
の
あ
る
造
形
要
素
に
着
目
し
て
、
ま
ず
は
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
色
相
や
色
の
明
る
さ
、
三
原
色
や
二
次
色
へ
の

言
及
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
流
れ
る
よ
う
な
色
の
形
状
や
そ
の
数
か
ら
、
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
展
開
さ
れ
た
り
（
蝶
や
山
脈
な
ど
）、
身
体

性
を
内
省
す
る
血
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
作
品
全
体
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
試
み
も
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
キ
ャ
ン
バ
ス
上
の
中

央
部
分
の
意
味
や
、
キ
ャ
ン
バ
ス
外
の
、
描
か
れ
て
い
な
い
部
分
へ
の
言
及
が
続
い
た
。
学
生
た
ち
の
発
見
は
対
話
を
通
じ
て
全
員
が

共
有
し
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
か
れ
た
諸
特
徴
が
集
約
さ
れ
て
、
作
品
全
体
と
し
て
整
合
性
あ
る
一
つ
の
主
題
（
テ
ー
マ
）
を
模
索
す
る

と
い
う
、
難
し
い
解
釈
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
で
の
事
例
報
告
は
以
上
で
あ
る
。
一
般
に
、
美
術
作
品
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
諸
段
階
が
想
定
さ
れ
る
が
（
た
と
え
ば
ア
ビ
ゲ

イ
ル
・
ハ
ウ
ゼ
ン
に
よ
る
五
段
階
の
「
美
的
発
達
段
階
」
や
、
美
術
史
家
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
解
釈
の
三
段
階
な
ど
）、
こ
の

「
対
話
型
」
の
鑑
賞
法
が
も
た
ら
す
成
果
は
ど
の
射
程
に
収
ま
る
の
か
。
今
後
は
、
今
回
の
成
果
を
検
討
し
た
上
で
、
さ
ら
に
有
益
な
実

践
を
試
み
た
い
と
思
う
。
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注
釈

�

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
以
下
の
著
作
が
あ
る
。
上
野
行
一
著
『
ま
な
ざ
し
の
共
有

ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
の
鑑
賞
教
育
に
学
ぶ
』
淡
交
社

二
〇
〇
一
年
、
上
野
行
一
著
『
私
の
中
の
自
由
な
美
術

鑑
賞
教
育
で
育
む
力
』
光
村
図
書

二
〇
一
一
年
。

�

佐
々
木
健
一
著
『
美
学
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
五
年

pp.
二
二
七－

二
二
八
よ
り
引
用
。

�

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
視
覚
的
思
考
能
力
Ｖ
Ｔ
Ｓ
」
の
開
発
と
普
及
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。
朴
鈴
子
「
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
に
よ
る
美
術
鑑
賞
法：

V
isualT

hinking
Stategy

の
発
祥
と
そ
の
背
景
」
京
都
国
立
近
代
博
物
館
研
究
論
集

第
四
号

二
〇
一
一
年
。

�

日
本
に
お
け
る
Ｖ
Ｔ
Ｓ
の
紹
介
に
尽
力
し
た
福
の
り
子
氏
が
主
催
す
る
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｐ
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
）
に
よ
っ
て
、
全
国
に
Ｖ
Ｔ
Ｓ
は
普
及

し
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
調
査
が
待
た
れ
る
。

�

ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
著

福
の
り
子
訳
『
な
ぜ
、
こ
れ
が
ア
ー
ト
な
の
？
』
淡
交
社

一
九
九
七
年

p.
四
一
よ
り
引
用
。

�

ア
メ
リ
ア

同
上
書

p.
一
九
三
よ
り
引
用
。

�

美
術
館
や
博
物
館
で
、
学
芸
員
な
ど
が
来
場
者
に
対
し
て
行
う
作
品
解
説
の
こ
と
。

	

こ
の
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の
作
品
『
ガ
ン
マ
・
ツ
ェ
ー
タ
』
に
対
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー
ク
は
、
川
村
記
念
美
術
館
で
一
九
九
六
年
一
〇
月
三

〇
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
川
村
記
念
美
術
館
／
豊
田
市
美
術
館
監
修

ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
『
な
ぜ
、
こ
れ

が
ア
ー
ト
な
の
？
』
淡
交
社

一
九
九
七
年

Ｖ
Ｈ
Ｓ
よ
り
書
き
起
こ
し
）。

男
性
Ａ
『（
こ
の
作
品
に
つ
い
て
）
考
え
る
と
、
美
味
し
そ
う
だ
な
と
』

ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
（
以
下
、
ア
メ
リ
ア
と
記
す
）『
美
味
し
そ
う
。
私
も
賛
成
で
す
が
、
美
味
し
そ
う
と
は
、
食
べ
物
だ
と
思
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
な
ぜ
食
べ
物
を
連
想
し
た
の
で
す
か
？
』

（
筆
者
注：

ア
レ
ナ
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
も
中
立
の
立
場
で
受
け
と
め
、
そ
の
内
容
を
他
の
言
葉
で
繰
り
返
し
、
他
の
鑑

賞
者
と
の
共
有
を
促
す
）

男
性
Ａ
『
紫
色
の
ラ
イ
ン
が
、
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
に
載
っ
て
い
る
ソ
ー
ス
、
流
れ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
…
』

ア
メ
リ
ア
『
ど
ん
ど
ん
言
っ
て
、
と
て
も
面
白
い
か
ら
』

男
性
Ａ
『
キ
ャ
ン
バ
ス
は
ず
ば
り
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
で
す
ね
』

ア
メ
リ
ア
『
そ
の
見
方
、
と
て
も
好
き
で
す
。（
沈
黙
）
ほ
か
に
は
？
食
べ
物
の
こ
と
で
も
い
い
し
、
別
の
こ
と
で
も
い
い
で
す
よ
』

女
性
Ｂ
『
両
方
か
ら
、
降
り
て
い
く
の
が
、
そ
の
下
で
混
ざ
っ
て
い
る
の
か
な
っ
て
い
う
…
感
じ
が
し
ま
し
た
』
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ア
メ
リ
ア
『
素
敵
、
こ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
だ
け
で
は
、
流
れ
る
色
の
行
方
も
、
混
ざ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
キ
ャ
ン
バ

ス
の
外
で
は
混
ざ
っ
て
い
る
の
か
な
と
想
像
が
で
き
ま
す
』『
確
か
に
、
こ
の
色
の
動
き
と
言
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
風
に
、
矢
の
よ
う
に
下

に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
ま
す
』（
沈
黙
）

女
性
Ｃ
『
両
脇
の
線
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
白
い
広
い
空
間
が
ね
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
て
見
て
い
ま

し
た
け
れ
ど
も
』

ア
メ
リ
ア
『
白
い
空
間
は
あ
な
た
に
何
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
』

（
筆
者
注：
ア
レ
ナ
ス
は
、
鑑
賞
者
の
コ
メ
ン
ト
に
根
拠
を
持
た
せ
、
こ
と
ば
に
発
し
て
ま
と
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
有
意
義

な
も
の
に
変
え
る
）

女
性
Ｃ
『（
沈
黙
）
あ
の
、
両
脇
が
こ
う
自
分
の
戦
い
で
、
中
が
こ
う
安
ら
ぎ
み
た
い
な
、
そ
ん
な
気
も
し
ま
す
』

ア
メ
リ
ア
『
そ
う
で
す
ね
。
目
は
両
側
の
色
の
部
分
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
け
ど
、
し
ば
ら
く
し
て
真
ん
中
の
白
い
部
分
に
目
が
行
っ
た
と
き
、

ホ
ッ
と
す
る
よ
う
な
安
ら
ぎ
が
あ
る
と
皆
さ
ん
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
色
が
な
か
っ
た
ら
、
逆
に
白
い
部
分
の
安
ら
ぎ
は
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
画
家
で
な
い
私
た
ち
は
、
白
地
の
キ
ャ
ン
バ
ス
そ
の
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
う
し
て
木

枠
に
張
っ
て
、
両
側
に
色
を
つ
け
た
と
た
ん
に
、
私
た
ち
は
白
い
キ
ャ
ン
バ
ス
を
意
識
し
始
め
ま
す
』

男
性
Ｄ
『
青
い
空
、
赤
い
花
、
黄
色
い
花
、
地
面
、
緑
、
そ
う
い
う
も
の
に
囲
ま
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
真
ん
中
の
空
間
が
非
常
に
や
っ

ぱ
り
、
こ
れ
か
ら
先
に
進
ん
で
い
く
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
不
安
だ
な
あ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
い
う
も
の
結
構
、

蹴
散
ら
し
て
生
き
て
い
く
の
か
な
あ
と
、
そ
う
い
う
未
知
な
る
も
の
に
対
す
る
期
待
と
不
安
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
も
の
を
踏
み
台
、
踏
み
潰
し
て
、
人
間
っ
て
も
の
は
生
き
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
、
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま
し
た
』

ア
メ
リ
ア
『
黄
色
い
花
と
か
空
気
と
か
、
す
ご
く
楽
し
い
想
像
を
し
た
の
に
、
入
る
べ
き
か
ど
う
か
の
葛
藤
が
あ
り
ま
す
よ
ね
、
わ
た
し
た
ち

は
こ
ぼ
れ
た
も
の
に
対
し
て
何
か
奇
妙
な
反
応
を
す
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
必
ず
小
さ
な
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
て

お
し
ぼ
り
が
出
て
き
ま
す
よ
ね
。
そ
し
た
ら
手
を
拭
い
て
ま
た
き
れ
い
に
巻
い
て
お
き
ま
す
よ
ね
。
最
初
は
手
を
拭
い
た
ら
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
い
た
の
で
す
が
、
よ
く
見
た
ら
、
皆
丁
寧
に
巻
い
て
い
る
ん
で
、
わ
た
し
も
そ
の
よ
う
に
し
た
ん
で
す
け
ど
。
手
を
拭
い
た
ら
終
わ
り
だ
と

お
も
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
醤
油
を
こ
ぼ
し
た
り
、
水
を
こ
ぼ
し
た
り
し
た
と
き
、
そ
れ
で
き
ち
っ
と
拭
い
て
い
る
の
を
見
て
…
で
も
こ
ぼ

れ
た
も
の
を
拭
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
国
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
明
社
会
の
常
識
か
ら
い
う
と
、
こ
ぼ
す
と
か
こ
ぼ
れ
た
も
の
に
嫌
悪
感

を
感
じ
る
。
こ
ぼ
れ
て
い
る
も
の
が
、
こ
ん
な
に
明
る
く
て
綺
麗
な
色
で
な
く
て
、
黄
土
色
の
垂
れ
流
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
、
も

し
く
は
醤
油
を
洋
服
の
上
に
こ
ぼ
し
た
し
み
み
た
い
だ
っ
た
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
違
う
印
象
を
持
ち
、
全
く
違
う
反
応
を
示
し
ま
す
』
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『
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
わ
れ
る
手
法
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
こ
ぼ
し
て
は
い
け
な
い
、
汚
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
私
た
ち
の
中
に
あ

る
規
制
か
ら
私
た
ち
自
身
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
一
度
、
お
宅
で
試
し
て
み
ら
れ
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
は

イ
ラ
イ
ラ
し
て
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
き
に
、
赤
ワ
イ
ン
を
床
に
撒
き
散
ら
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
醤
油
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、

や
っ
た
後
は
す
ご
く
気
分
が
い
い
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
後
で
拭
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
汚
し
て
も
大
丈
夫
な
場
所
を
探
し
て
か
ら
し
ま
す

け
ど
。
何
か
を
大
胆
に
こ
ぼ
す
と
か
撒
く
っ
て
、
ス
カ
ッ
と
す
る
。
間
違
っ
て
何
か
を
こ
ぼ
し
た
と
き
も
、
心
の
中
に
ア
ッ
て
、
衝
撃
が
走
り

ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
故
意
で
も
偶
然
で
も
同
じ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
全
く
一
緒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
だ
っ
て
何
か
偶
然
に
こ
ぼ

し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
し
ま
っ
た
と
思
う
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
お
も
い
ま
す
よ
ね
。
け
れ
ど
も
意

図
的
に
し
た
と
き
は
、
こ
ぼ
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
は
あ
る
け
ど
、
私
は
そ
れ
を
破
る
ん
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
が

違
い
で
す
。
た
だ
偶
然
だ
ろ
う
と
意
図
的
だ
ろ
う
と
、
美
し
く
て
か
っ
こ
い
い
シ
ミ
や
こ
ぼ
れ
た
痕
を
作
る
の
は
、
難
し
い
』

（
筆
者
注：

ア
レ
ナ
ス
は
、「
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
美
術
史
の
概
念
を
身
近
な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
）

『
で
は
こ
の
作
品
を
画
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
の
男
性
』

男
性
Ｅ
『
斜
め
に
し
た
、
キ
ャ
ン
バ
ス
を
』

ア
メ
リ
ア
『
い
い
意
見
で
す
ね
。
前
に
出
て
き
て
作
家
に
な
っ
た
つ
も
り
で
実
演
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
ン
バ
ス
を
斜
め
に
す
る
っ
て
ど

の
よ
う
に
し
た
の
？
』『
最
初
の
答
え
は
よ
か
っ
た
わ
よ
』『
じ
ゃ
あ
こ
の
グ
リ
ー
ン
の
し
み
を
や
っ
て
み
て
』

男
性
Ｅ
『
倒
し
て
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
み
た
い
な
も
の
で
、
風
を
』

ア
メ
リ
ア
『
凄
い
ア
イ
デ
ィ
ア
、
で
も
残
念
な
が
ら
、
こ
の
作
家
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
似
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
使
っ
た
こ
と
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
。
こ
の
や
り
方
は
と
て
も
簡
単
。
壁
に
立
て
か
け
た
キ
ャ
ン
バ
ス
の
上
か
ら
絵
の
具
を
垂
ら
す
。

そ
し
て
キ
ャ
ン
バ
ス
を
一
方
向
へ
動
か
し
、
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
の
で
す
。
な
か
な
か
い
い
で
し
ょ
』

�

大
学
教
育
に
お
い
て
、
美
術
鑑
賞
を
取
り
入
れ
た
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
斎
藤
真
奈
美
「
対
話
型
鑑
賞
教
育
の

課
題
」『
中
国
学
園
紀
要
』（
中
国
学
園
大
学
）
一
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
長
井
理
佐
「�
視
覚
的
思
考
�
を
育
成
す
る
新
た
な
教
養
科
目
の
構
築
」

『
大
学
教
育
学
会
誌
』（
大
学
教
育
学
会
）
三
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
新
井
高
子
「
美
術
鑑
賞
を
取
り
入
れ
た
文
章
作
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
践

例
」『
埼
玉
大
学
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
』（
埼
玉
大
学
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
）
七
号
、
二
〇
一
三
年
。

�

筆
者
が
大
学
で
担
当
し
て
い
る
授
業
『
創
作
演
習
Ⅱ
』
を
履
修
し
て
い
る
学
生
の
一
部
を
対
象
に
実
施
し
た
。

「対話型」の鑑賞法を手掛かりとした美術鑑賞の実践65


