
「
姉
妹
芸
術
」
と
「
詩
画
一
致
」
の
類
似
性
と
相
違
点

―
―
絵
画
思
想
の
東
西
比
較
―
―

堀

内

圭

子

一
、
は
じ
め
に

美
術
思
想
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
東
洋
で
も
西
洋
で
も
、
詩

と
絵
画
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
き
た
。

西
洋
で
は
、「
姉
妹
芸
術
」
と
い
う
思
想
が
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ

れ
は
、
詩
（
叙
事
詩
、
抒
情
詩
、
劇
詩
な
ど
の
文
芸
作
品
）
と
造
形

美
術
（
絵
画
、
彫
刻
）
は
互
い
に
似
て
お
り
、
姉
妹
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
、
東
洋
で
は
、
中
国
の
文
人

画
に
お
い
て
「
詩
画
一
致
」（
あ
る
い
は
、「
詩
書
画
一
致
」）
と
い

う
思
想
が
掲
げ
ら
れ
、
日
本
に
も
入
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
詩
と
絵

画
（
と
書
）
は
同
じ
精
神
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

姉
妹
芸
術
思
想
と
詩
画
一
致
思
想
は
、
一
見
似
て
い
る
。
実
際
、

両
者
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
果
た

し
て
、
本
質
的
に
似
て
お
り
、
言
わ
ば
〝
姉
妹
〞
の
関
係
に
あ
る
、

と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

美
術
思
想
の
研
究
領
域
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
充
分
な
議
論

が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究

で
は
、
歴
史
的
な
絵
画
思
想
書
等
を
参
照
し
、
東
洋
と
西
洋
の
比
較

を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
西
洋
的
な
東
洋
思
想
や
、
東
洋
的
な
西
洋
思

想
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
。
な
お
、
引
用

文
中
に
施
し
た
下
線
は
、
本
稿
で
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
姉
妹
芸
術
、

詩
画
一
致
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
部
分
を
示
し
て
い
る
。
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二
、
西
洋
に
お
け
る
姉
妹
芸
術
思
想

西
洋
に
お
け
る
姉
妹
芸
術
思
想
は
、
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
一
八
世

紀
半
ば
に
か
け
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
よ
う
だ
が
（Lee,

1967

）、

そ
の
起
源
は
か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
西
洋
古
典
世
界
に
お
け
る
「
詩
」
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
芸
術
、
文
学
全
般
を
指
し
て
い
た
。
ま
だ
文
字
の
無

か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
文
学
作
品
は
、
語
ら
れ
、
記
憶
さ
れ
、

伝
え
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
（
今
道
、
一
九
九
八
年
）。
そ
れ

ら
は
、
韻
律
を
伴
う
詩
の
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
し
や
す

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
今
道
、
前
掲
書
）。

姉
妹
芸
術
思
想
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
リ
ー
氏
（Lee,op.

cit.

）、
高
階
氏
（
一
九
七
五
年
）
が
概
観
し
て
お
り
、
ま
た
近
世
以

前
の
美
学
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
氏
（
一
九
九
五
年
）
が
論
じ
て
い

る
た
め
、
以
下
で
は
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
論
考
を
手
が
か
り
と
し

て
、
文
献
に
当
た
っ
て
い
く
。

（
一
）

古
代
の
思
想

〈
シ
モ
ニ
デ
ス
の
こ
と
ば
『
絵
は
無
声
の
詩
、
詩
は
有
声
の
絵
』〉

詩
と
絵
画
の
類
似
性
を
述
べ
た
西
洋
の
思
想
と
し
て
現
在
知
ら
れ

て
い
る
中
で
最
も
古
い
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
抒
情
詩
人
シ
モ
ニ

デ
ス
（
紀
元
前
六
世
紀
頃
）
の
こ
と
ば
、「
絵
は
無
声
の
詩
、
詩
は

有
声
の
絵
（
１
）」
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
一
世
紀

頃
）
が
引
用
し
た
も
の
だ
が
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
よ
る
引
用
に
限
ら

ず
、
古
代
世
界
に
お
い
て
か
な
り
一
般
的
な
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う

（Lee,op.cit.,

高
階
、
前
掲
書
）。

〈
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』（
前
三
七
五
年
頃
）
に
お
け
る
「
ミ
ー
メ
ー

シ
ス
（
模
倣
）」〉

プ
ラ
ト
ン
は
、『
国
家
』
第
十
巻
（
藤
沢
訳
、
一
九
七
九
年
ａ
）

で
、「
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）」
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
詩
と
絵
画

を
類
似
の
も
の
と
見
て
い
る
。
人
物
で
あ
れ
、
道
具
で
あ
れ
、
対
象

の
本
質
（
イ
デ
ア
）
を
創
る
の
は
神
で
あ
り
、
画
家
も
、
劇
作
家
や

詩
人
も
、
対
象
の
模
倣
を
仕
事
と
す
る
点
で
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

画
家
や
詩
人
は
本
質
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
見
え
方
を
描
い

て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
絵
画
を
視
覚
に
訴
え
る
真

似
の
術
で
あ
る
と
し
、
詩
を
聴
覚
に
訴
え
る
真
似
の
術
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
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〈
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』（
前
三
四
〇
年
代
）〉

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
の
中
で
、
文
章
に
よ
る
人
間
描
写

と
絵
に
よ
る
人
間
描
写
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
下
の
引
用
は
、
藤
沢
氏
（
一
九
七
九
年
ｂ
）
の
日
本
語
訳
に
よ

る
。

「
描
写
を
お
こ
な
う
人
々
は
行
為
を
描
写
す
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
行
為
す
る
人
間
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
た
人
間
で
あ
る
か
劣

っ
た
人
間
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…

（
中
略
）
こ
の
点
は
、
ち
ょ
う
ど
、
画
家
た
ち
が
描
く
人
物
た

ち
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。」（
二
章
よ
り
、
二
八
二
―
二
八
三

頁
）「

さ
て
、
悲
劇
と
は
わ
れ
わ
れ
自
身
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
物
た

ち
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悲
劇
作
家
は
、
す
ぐ
れ
た

肖
像
画
家
の
や
り
方
を
こ
そ
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

い
う
の
は
、
彼
ら
画
家
た
ち
は
、
自
分
の
描
こ
う
と
す
る
人
物

の
特
徴
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
忠
実
に
模
写
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
い
て
し
か
も
描
か
れ
た
像
は
、
実
際
の
人
物
よ

り
も
美
し
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

作
家
も
ま
た
、
怒
り
っ
ぽ
い
人
物
、
軽
薄
な
人
物
、
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
性
格
上
の
欠
陥
を
も
っ
た
人
物
た
ち

を
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
忠
実
に
描
写
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
り
っ
ぱ
な
人
物
を
創
造
す
る
こ
と
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
一
五
章
よ
り
、
三
一
八
頁
）

〈
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
―
ピ
ソ
ー
父
子
へ
―
』（
前
二
八
―
二
七

年
頃
あ
る
い
は
前
二
〇
―
一
九
年
）〉

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』（『
詩
学
』
と
も
訳
さ
れ
る
）
も
ま
た
、

詩
と
絵
画
の
類
似
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、「
詩
は

絵
の
ご
と
く
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
、
こ
れ
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

佐
々
木
氏
（
前
掲
書
）
に
よ
れ
ば
、
後
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
は
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
こ
と
ば
を
拠
り
所
と
し
て
、
詩
学
や
、
詩
作

に
お
け
る
修
辞
学
を
、
絵
画
論
に
適
用
し
た
と
い
う
。

以
下
の
引
用
は
、
鈴
木
（
一
）
氏
（
一
九
六
六
年
）
の
日
本
語
訳

に
よ
る
。

く
び

「
も
し
あ
る
画
家
が
、
人
間
の
頭
に
馬
の
頸
を
つ
け
、
そ
こ

ら
じ
ゅ
う
か
ら
手
や
足
を
か
き
あ
つ
め
て
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
、

彩
ら
れ
た
羽
根
を
つ
け
、
あ
げ
く
の
果
て
は
、
上
だ
け
は
す
て
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き
な
美
人
が
下
半
身
は
、
醜
く
黒
い
魚
に
な
る
な
ど
と
い
う
絵

を
描
い
た
上
、
あ
な
た
を
よ
ん
で
見
せ
た
な
ら
、
ふ
き
出
さ
な

い
で
は
お
ら
れ
ま
す
ま
い
。
だ
が
ピ
ソ
ー
さ
ん
、
詩
の
中
で
、

も
し
熱
の
あ
る
病
人
の
う
わ
ご
と
の
よ
う
に
で
た
ら
め
な
妄
想

ば
か
り
を
書
き
つ
ら
ね
、
首
尾
の
一
貫
し
て
い
な
い
詩
が
あ
る

な
ら
ば
、
そ
ん
な
詩
は
、
こ
う
い
う
絵
な
ど
と
同
類
で
す
。
も

っ
と
も
人
は
い
う
で
し
ょ
う
。『
画
家
や
詩
人
は
昔
か
ら
、
題

材
に
何
を
と
り
あ
げ
る
も
、
そ
れ
は
常
に
正
当
な
権
利
と
考
え

ら
れ
て
い
た
』
と
。」（
二
〇
四
頁
）

「
詩
は
絵
と
同
様
、
近
く
か
ら
見
て
い
い
よ
う
な
も
の
も
あ

り
、
遠
く
は
な
れ
て
た
つ
な
ら
ば
、
い
い
も
の
も
あ
り
、
薄
暗

い
影
を
悦
ぶ
も
の
も
あ
れ
ば
、
白
日
の
下
で
見
ら
れ
る
の
を
望

ん
で
、
批
評
を
す
る
者
の
鋭
い
批
判
を
恐
れ
な
い
も
の
も
あ
る

か
と
思
え
ば
、
ま
た
、
物
に
よ
っ
て
は
一
度
し
か
喜
ば
れ
な
い

も
の
も
あ
り
、
何
遍
み
て
も
な
お
飽
き
な
い
も
の
も
あ
る
の
が

通
例
で
す
。」（
二
一
〇
頁
）

（
二
）

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
理
論

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
も
、
詩
と
絵
画
の
類
似
性
は
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
こ
こ
で
も
ま
た
、
雄
弁
術
や
韻
律
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い

た
。だ

が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
理
論
家
た
ち
に
は
、
古
代
の
論
者

た
ち
と
は
異
な
り
、
絵
画
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ

た
（
高
階
、
前
掲
書
）。
そ
し
て
、「
姉
妹
芸
術
」
の
思
想
は
、
絵
画

と
詩
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
説
と
な
っ
た
（A

l-

len
et

al.,2005.

）。

〈
レ
オ
ン
・
バ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
『
絵
画
論
』（
初
版
ラ

テ
ン
語
版
一
四
三
五
年
）〉

三
輪
氏
（
一
九
七
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
最
初
の
近
代

的
芸
術
論
で
あ
る
と
い
う
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
こ
の
書
を
書
く
の
に

参
考
に
し
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
プ
リ
ニ

ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
等
の
古
典
で
あ
り
、
文
芸

復
興
（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
の
時
代
に
お
い
て
説
得
力
が
あ
っ
た
と
い
う

（
三
輪
、
前
掲
書
）。

こ
の
書
に
お
い
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
絵
画
が
す
べ
て
の
芸
術
の

主
人
で
あ
り
、
鍛
冶
屋
も
彫
刻
家
も
、
画
家
の
規
律
と
技
術
に
支
配

さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

以
下
の
引
用
は
、
三
輪
氏
（
前
掲
書
）
の
日
本
語
訳
に
よ
る
。
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「
ま
た
画
家
は
、
自
身
の
た
め
に
詩
人
や
雄
弁
家
と
交
わ
る

が
よ
い
。
こ
の
人
た
ち
は
画
家
と
共
通
し
た
多
く
の
装
飾
や
、

数
多
く
の
事
柄
に
つ
い
て
の
広
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら

は
歴
史
画
を
構
成
す
る
の
に
大
い
に
役
立
つ
。
し
か
し
、
あ
ら

ゆ
る
賞
讃
と
い
う
も
の
は
そ
の
歴
史
画
の
着
想
の
う
ち
に
あ
る
。

美
し
い
着
想
と
い
う
も
の
は
、
見
て
い
る
通
り
絵
が
無
く
と
も
、

そ
の
着
想
そ
の
も
の
だ
け
で
喜
ば
れ
る
と
い
う
ほ
ど
の
威
力
を

も
っ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
そ
れ
故
に
、
私

は
各
々
の
画
家
が
詩
人
や
修
辞
家
や
そ
の
他
同
様
の
学
者
に
親

し
む
よ
う
に
努
め
る
べ
き
だ
と
忠
告
し
よ
う
。
彼
ら
は
新
し
い

着
想
を
与
え
て
く
れ
る
か
、
間
違
い
な
く
歴
史
画
を
巧
く
構
成

す
る
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
画
家

は
確
か
に
そ
の
絵
に
お
い
て
多
大
の
賞
賛
と
名
声
を
博
す
る
で

あ
ろ
う
。
他
の
幾
多
の
画
家
の
中
で
も
、
最
も
名
声
赫
々
た
る

ピ
イ
デ
ィ
ア
ス
は
、
非
常
に
神
々
し
い
尊
厳
を
そ
な
え
た
ユ
ピ

テ
ル
（
ゼ
ウ
ス
）
を
描
く
方
法
を
詩
人
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
学
ん
だ

と
告
白
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
金
儲
け
よ
り
も
勉
強
に
熱
心
な

わ
れ
わ
れ
は
、
詩
人
た
ち
か
ら
ま
す
ま
す
多
く
絵
画
に
役
立
つ

も
の
を
学
ぼ
う
で
は
な
い
か
。」（「
第
三
に
し
て
最
後
の
巻
」

よ
り
、
六
四
―
六
五
頁
）

〈
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
『
絵
画
論
』〉

こ
の
書
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
死
後
、
一
六
世
紀
半
ば
近
く
に
、
レ

オ
ナ
ル
ド
の
遺
稿
を
弟
子
が
写
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
裾
分
、

一
九
七
七
年
）。
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
間
に
、
イ
タ
リ

ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
、
合
計
六
二
回
出
版

さ
れ
て
い
る
（
裾
分
、
前
掲
書
）。

第
一
章
は
、
諸
芸
術
の
優
劣
比
較
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
格
別
に
美
術
家
の
関
心

を
と
ら
え
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
（
裾
分
、
前
掲
書
）。
ま

た
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、「
比
較
」
と
言
い
つ
つ
も
「
絵
画
優
越
論
」
を

掲
げ
た
と
い
う
（
高
階
、
前
掲
書
）。
詩
と
の
比
較
の
ほ
か
に
、
彫

刻
と
の
比
較
や
、
音
楽
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彫
刻
と
の
比

較
に
お
い
て
は
、
彫
刻
は
肉
体
労
働
だ
が
、
絵
画
制
作
は
知
的
な
活

動
で
あ
る
と
し
、
音
楽
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
音
楽
は
一
瞬
の
美

し
さ
を
与
え
る
も
の
の
す
ぐ
消
滅
す
る
が
、
絵
画
は
美
を
保
存
す
る

と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
比
較
に
お
い
て
も
、
絵
画
が
優
位
に
立
つ

と
い
う
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
の
引
用
は
、
裾
分
氏
（
前
掲
書
）
の
日
本
語
訳
（
補
遺
『
絵
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画
論
』
抜
粋
）
に
よ
る
。

「
四
、
詩
人
と
画
家
の
論
争
、
お
よ
び
詩
と
絵
画
に
は
、
ど

の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
よ
り

「
詩
人
曰
く
、
詩
人
の
学
問
を
支
え
る
も
の
は
、
創
意
と
韻

律
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
詩
の
簡
単
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
創

意
と
は
、
題
材
に
つ
い
て
の
創
意
の
こ
と
、
韻
律
と
は
、
詩
句

に
お
け
る
韻
律
の
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
詩
は
、
あ
ら
ゆ
る
学

問
か
ら
借
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
。

こ
れ
に
対
し
て
画
家
は
次
の
ご
と
く
応
え
る
。
画
家
も
ま
た

そ
の
絵
画
学
に
お
い
て
、
詩
人
と
同
じ
義
務
つ
ま
り
創
意
と
韻

律
を
必
要
と
す
る
。
描
か
れ
る
題
材
に
つ
い
て
の
創
意
と
、
比

例
を
失
わ
な
い
た
め
の
、
画
像
に
お
け
る
韻
律
で
あ
る
。
た
だ

し
詩
人
と
違
う
点
は
、
絵
画
は
こ
の
三
つ
の
学
問
（
幾
何
学
、

算
数
、
天
文
学
）
か
ら
借
用
す
る
の
で
は
な
く
、
三
つ
の
学
問

が
、
逆
に
絵
画
か
ら
借
用
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
天
文
学
の
ご
と
き
は
、
…
…
（
中
略
）
絵
画
の
主
要
部
門

で
あ
る
遠
近
法
な
く
し
て
は
、
何
事
も
な
し
得
な
い
も
の
で
あ

る
と
。

詩
人
は
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ
う
。
詩
人
が
あ
る
こ
と
を

叙
述
す
る
場
合
、
そ
の
叙
述
の
中
で
、
詞
文
の
美
し
さ
に
よ
っ

て
実
は
別
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

こ
れ
に
対
し
て
画
家
は
、
詩
人
が
や
る
の
と
同
じ
こ
と
を
思

い
通
り
に
や
れ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
ま
た
、
画
家
は
詩
人
と

同
列
に
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
詩
人
は
愛
を
―
―
愛
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

動
物
の
主
要
な
条
件
で
あ
る
―
―
人
々
の
心
に
燃
え
立
た
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
、
画
家
も
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ
こ

と
を
行
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
否
そ
れ
以
上
の
能
力
を
持
つ

と
お
応
え
す
る
。」（
一
四
六
―
一
四
七
頁
）

（
三
）

ル
ネ
サ
ン
ス
後
の
思
想

詩
と
絵
画
の
類
似
性
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
後
も
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
と
ら
え
方
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
著
作
が
世
に
送
り
出
さ
れ
る
ま

で
、
保
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〈
シ
ャ
ル
ル＝

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ュ
・
フ
レ
ノ
ワ
の
『
絵
画
論
』

（
初
版
ラ
テ
ン
語
版
一
六
六
七
年
）〉

デ
ュ
・
フ
レ
ノ
ワ
の
『
絵
画
論
』
は
詩
で
あ
る
。
だ
が
、
絵
画
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
絵
画
論
に
関
す
る
研
究
の
中
で
し
ば
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し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。

姉
妹
芸
術
思
想
は
、
詩
の
冒
頭
に
現
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
（
高
階
、
前
掲
書
）。
し

か
し
、『
詩
学
』
や
『
詩
論
』
の
よ
う
に
詩
を
中
心
に
す
る
の
で
は

な
く
、
絵
画
の
側
に
焦
点
を
当
て
た
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
（Lee,

op.cit.;
A

llen
et

al.,2005

）。

本
研
究
で
は
英
訳
（A

llen
et

al,op.cit.

）
を
参
照
し
た
が
、
以

下
の
引
用
箇
所
は
、
高
階
氏
（
前
掲
書
）
の
日
本
語
訳
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。「

詩
は
絵
の
よ
う
で
あ
る
方
が
よ
い
。
絵
も
詩
に
似
た
も
の

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
お
互
い
に
よ
く
似
た
競
い
合
う
姉
妹
は
、

役
割
と
名
前
を
取
り
変
え
る
。
一
方
は
無
声
の
詩
と
言
わ
れ
、

他
方
は
有
声
の
絵
と
呼
ば
れ
る
…
…
」（
二
四
〇
頁
）

〈
ジ
ャ
ン＝

バ
テ
ィ
ス
ト
・
デ
ュ
ボ
ス
の
『
詩
画
論
』（
一
七
一
九

年
）〉こ

の
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
美
学
の
伝
統
を
築
い
た
と
さ
れ
て
い
る

（
木
幡
、
一
九
八
五
年
）。
木
幡
氏
（
前
掲
書
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
著

作
の
背
景
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
芸
思
想
の
世
界
に
お
い
て
一
七
世
紀

か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
基
づ

く
「
真
実
ら
し
さ
」
の
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
。
デ
ュ
ボ
ス
は
、

「
真
実
ら
し
さ
」
を
、
文
芸
と
絵
画
を
結
ぶ
共
通
の
基
準
と
し
た

（
木
幡
、
前
掲
書
）。

以
下
の
引
用
は
、
全
三
部
の
う
ち
の
第
一
部
と
第
二
部
に
属
す
る

箇
所
で
あ
り
、
木
幡
氏
（
前
掲
書
）
の
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
画
家
と
詩
人
は
わ
れ
わ
れ
に
ほ
ん
も
の
の
情
念
を
ひ
き
お

こ
す
こ
と
の
で
き
る
事
物
の
模
倣
を
提
示
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に

人
工
的
な
情
念
を
よ
び
お
こ
す
。
こ
の
模
倣
が
わ
れ
わ
れ
に
与

え
る
印
象
は
、
画
家
や
詩
人
に
模
倣
さ
れ
た
事
物
が
わ
れ
わ
れ

に
与
え
る
印
象
と
同
種
で
あ
る
。
模
倣
が
与
え
る
印
象
は
模
倣

さ
れ
た
事
物
の
与
え
る
印
象
よ
り
多
少
弱
い
と
い
う
点
し
か
違

わ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
模
倣
さ
れ
た
事
物
が

ひ
き
お
こ
す
の
に
似
た
情
念
を
よ
び
お
こ
す
は
ず
で
あ
る
。」

（
第
Ⅰ
部
三
よ
り
、
二
九
頁
）

「
公
衆
は
作
品
を
利
害
関
係
な
く
判
断
す
る
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
一
般
に
す
な
わ
ち
感
情
に
よ
っ
て
、
詩
と
絵
が
与
え
る

印
象
に
し
た
が
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
こ
れ
を
判
断
し
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て
い
る
。
詩
と
絵
画
の
第
一
の
目
的
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を
動
か

す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
詩
と
絵
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を
動
か
し
感
動

さ
せ
る
の
に
応
じ
て
の
み
立
派
な
作
品
に
入
る
の
で
あ
る
。」

（
第
Ⅱ
部

二
十
二
よ
り
、
一
六
八
頁
）

〈
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
―
―
絵
画
と
文
学
と
の
限
界
に
つ

い
て
―
―
』「
序
説
」（
一
七
六
六
年
）〉

こ
の
著
作
は
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ

神
話
の
登
場
人
物
「
ラ
オ
コ
オ
ン
」
の
像
に
関
す
る
議
論
を
出
発
点

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
叙
事

詩
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
像
が
先
で
あ

っ
た
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

こ
の
著
作
を
通
じ
て
レ
ッ
シ
ン
グ
が
指
摘
し
た
か
っ
た
の
は
、
文

学
と
造
形
美
術
の
違
い
で
あ
っ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
文
学
は
時
間

芸
術
だ
が
、
造
形
美
術
は
空
間
芸
術
で
あ
る
と
し
、
両
者
の
区
別
を

明
確
に
し
た
。
高
階
氏
（
前
掲
書
）
に
よ
れ
ば
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
こ

の
著
作
は
当
時
衝
撃
的
で
あ
り
、
こ
の
後
、
絵
画
は
自
律
的
性
格
を

与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
、
姉
妹
芸
術
思
想
を
検
討
す
る
た
め
に
レ

ッ
シ
ン
グ
の
こ
の
著
作
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
奇

妙
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
批
判
す

る
た
め
で
あ
る
に
せ
よ
、「
序
説
」
に
お
い
て
、
当
時
の
姉
妹
芸
術

思
想
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

以
下
の
引
用
は
、
斎
藤
氏
（
一
九
七
〇
年
）
の
日
本
語
訳
に
よ
る
。

「
絵
画
と
文
学
と
を
比
較
し
た
最
初
の
人
は
、
こ
れ
ら
二
つ

の
芸
術
か
ら
受
け
る
印
象
が
、
ど
う
も
似
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
感
じ
取
っ
た
敏
感
な
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
芸
術
は
、

こ
こ
に
な
い
物
を
現
に
在
る
も
の
と
思
わ
せ
、
ま
た
、
仮
象
を

現
実
と
感
じ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
い
ず
れ
も
錯
覚
を
お
こ

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
錯
覚
は
気
持
ち
の
い
い
も
の
で

あ
る
、
と
そ
の
人
は
感
じ
た
の
で
あ
る
。」（
九
頁
）

「『
絵
画
は
無
声
の
詩
、
詩
は
有
声
の
絵
』
と
い
う
、
ギ
リ
シ

ャ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
魅
惑
的
な
対
句
は
、
お
そ
ら
く
ど
の
教

科
書
に
も
載
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
シ
モ
ニ
デ

ス
に
よ
く
見
ら
れ
る
着
想
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

着
想
の
一
面
の
真
理
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
半

面
に
あ
る
あ
い
ま
い
さ
や
、
は
き
ち
が
え
は
、
見
の
が
し
て
も

よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

36



…
…
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
芸
術
批
評
家
の
多
く
は
、

そ
の
よ
う
な
差
異
は
全
く
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
絵
画
と

文
学
と
は
一
致
す
る
と
い
う
あ
の
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
、
ま

る
で
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。
彼
ら

は
、
文
学
を
絵
画
の
狭
い
枠
の
中
に
押
し
こ
め
る
か
と
思
う
と
、

こ
ん
ど
は
絵
画
を
、
文
学
の
広
い
領
域
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
げ
よ

う
と
す
る
。
一
方
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
す
べ
て
他
方
に
も

許
さ
れ
て
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
つ

ま
り
彼
ら
は
、
同
じ
主
題
を
扱
っ
た
詩
人
と
画
家
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
差
異
を
欠
点
だ
と
見
な
し
て
、

評
者
自
身
の
好
み
が
文
学
に
傾
い
て
い
る
か
絵
画
に
傾
い
て
い

る
か
に
応
じ
て
、
画
家
ま
た
は
詩
人
に
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る

の
で
あ
る
。」（
一
一
―
一
二
頁
）

（
四
）

西
洋
に
お
け
る
姉
妹
芸
術
思
想
の
ま
と
め
と
考
察

詩
と
絵
画
が
似
て
い
る
と
い
う
思
想
は
、
古
代
か
ら
掲
げ
ら
れ
て

い
た
。
こ
の
思
想
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
プ
ラ

ト
ン
の
言
う
、「
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）」
の
概
念
で
あ
る
。
詩
も

絵
画
も
、
人
物
な
り
人
物
の
行
為
な
り
を
模
倣
し
、
再
現
し
て
み
せ

る
た
め
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
詩
は
文
学
全
般
を
指
し
、
文
字
の
な
い
時
代
か
ら
、
韻

律
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
と
姉
妹
関
係
に
あ

る
と
さ
れ
る
絵
画
の
あ
り
方
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
弁
論
術
や
修

辞
学
の
理
論
の
応
用
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
西
洋
の
姉
妹
芸
術
思
想
は
、
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る

ま
で
、
全
く
同
じ
考
え
方
で
あ
り
続
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前

述
の
通
り
、
姉
妹
芸
術
の
考
え
方
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
前
は
、
詩

と
絵
画
の
類
似
点
を
あ
げ
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
（A

llen
et

al.,

op.
cit.

）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
階
氏
（
前
掲
書
）
も
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
正
面
切
っ
て
絵

画
と
文
学
の
比
較
論
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は

単
に
、
文
学
表
現
の
上
で
、
絵
画
に
匹
敵
す
る
生
き
生
き
と
し

た
描
写
を
求
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、
文
学
と
絵
画
の

漠
然
と
し
た
類
似
性
を
指
摘
し
た
に
過
ぎ
な
い
。」（
二
三
四

頁
）

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
は
、
詩
の
側
か
ら
絵
画
の
側
に
焦
点
が
移
っ
た
。

こ
の
移
行
の
背
景
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
術
的
地
位
の
低
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か
っ
た
絵
画
を
詩
と
同
格
の
と
こ
ろ
ま
で
持
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
意

図
が
あ
っ
た
（A

llen
et

al.,
op.

cit.

）。
こ
う
し
た
動
き
に
伴
い
、

詩
と
絵
画
は
、
対
象
の
描
写
力
を
め
ぐ
っ
て
優
劣
を
競
い
合
う
関
係

に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
姉
妹
芸
術
思
想
に
お
け
る
詩
と
絵
画
の
関
係

を
、
次
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

①
似
た
も
の
姉
妹

②
競
争
姉
妹

①
の
似
た
も
の
姉
妹
は
、
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ホ
ラ
テ
ィ

ウ
ス
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
模
倣
を
目
的
と
す
る
行
為
と

い
う
意
味
で
、
詩
と
絵
画
を
似
て
い
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

②
の
競
争
姉
妹
は
、
主
と
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
の
絵
画
思
想

を
指
す
。
絵
画
と
詩
は
単
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
対
象

の
描
写
力
の
優
劣
を
め
ぐ
っ
て
競
い
合
う
関
係
に
あ
る
と
す
る
考
え

方
で
あ
る
。
し
か
も
、
絵
画
の
側
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
分
類
を
念
頭
に
置
い
て
、
論
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

三
、
東
洋
に
お
け
る
詩
画
一
致
思
想

詩
画
一
致
の
思
想
は
も
と
も
と
中
国
の
も
の
で
あ
る
が
、
文
人
画

と
と
も
に
日
本
に
も
入
っ
て
き
た
た
め
、
以
下
で
は
中
国
と
日
本
の

両
方
に
つ
い
て
、
思
想
を
概
観
し
て
い
く
。

（
一
）

中
国
に
お
け
る
詩
画
一
致
思
想
成
立
の
背
景

高
氏
（K

ao,
1991

）
は
、
中
国
に
お
け
る
抒
情
芸
術
（lyric

art

）
の
歴
史
を
概
観
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
詩

画
一
致
思
想
が
生
ま
れ
た
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
高

氏
に
よ
る
説
明
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
の
抒
情
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
は
絵
画
よ
り
詩
が
先
だ

っ
た
。
絵
画
は
模
倣
芸
術
に
す
ぎ
ず
、
記
述
的
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
絵
画
が
抒
情
的
に
な
る
た
め
に
は
、
単
な
る
外

界
の
写
し
か
ら
内
観
描
写
へ
、
写
実
か
ら
抽
象
絵
画
へ
の
移
行

が
必
要
だ
っ
た
。

六
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
、
自

然
の
記
述
か
ら
内
観
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
た
。
李
白
や
杜
甫
が
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風
景
詩
（landscape

poetry

）
を
書
い
た
。
絵
画
の
世
界
で

は
、
風
景
画
が
肖
像
画
よ
り
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
、
書

道
も
、
抽
象
的
形
態
の
表
現
力
を
発
揮
し
始
め
た
。

一
一
世
紀
に
な
る
と
、
風
景
画
に
お
け
る
理
論
は
、
当
時
の

詩
の
影
響
を
受
け
て
、
表
現
の
理
想
形
態
を
見
つ
け
た
。
こ
う

し
て
風
景
画
は
高
い
レ
ベ
ル
に
到
達
し
、
精
緻
化
さ
れ
た
。

一
二
世
紀
に
な
る
と
、
絵
画
は
中
国
に
お
け
る
抒
情
芸
術
の

首
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
詩
と
書
の
芸
術
は
、
文
人
画
（
２
）と
風
景
画
の
基

礎
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
画
讃
と
い
う
形
で
絵
画
に
組
み

込
ん
だ
の
は
、
論
理
的
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

ま
た
中
国
に
お
け
る
絵
画
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
何
氏
（H

o,

1991

）
が
、
西
洋
の
レ
ッ
シ
ン
グ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
と
比

較
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
詩
と
絵
画
は
一
体
か
？
」
よ
り

「
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
と
グ
ッ
ド
マ
ン
か
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
と
バ
ー

ク
を
経
て
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
至
る
西
洋
に
お
け

る
長
い
年
月
に
わ
た
る
複
雑
な
歴
史
と
は
異
な
り
、
中
国
に
は
、

「
詩
は
絵
の
如
く
」
に
関
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
伝
統
に
比
較
で

き
る
よ
う
な
批
判
的
論
争
の
伝
統
が
な
い
。『
礼
記
』
に
よ
れ

ば
、
古
代
は
、
詩
と
音
楽
と
踊
り
は
本
質
的
に
一
つ
の
芸
術
で

あ
り
、
一
つ
の
統
合
さ
れ
た
実
体
（entity

）
と
し
て
遂
行
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（H

o,p.359

）

た

の
む
ら
ち
く
で
ん

（
二
）

田
能
村
竹
田
の
『
山
中
人
饒
舌
』（
一
八
三
五
年
）

田
能
村
竹
田
は
日
本
の
文
人
画
家
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
随
筆

風
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
日
本
に
お
け
る
文
人
画
の
画
論
書
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

も
と
は
全
て
漢
文
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、
竹
谷
氏
（1975

）

の
現
代
語
訳
に
よ
る
。

「
八
〇

文
章
の
作
法
と
画
法
」
よ
り

「
文
章
を
作
る
の
に
一
字
も
軽
々
し
く
な
い
の
は
、
画
で
い

え
ば
李
成
の
墨
を
惜
し
む
の
に
当
た
る
。

ま
た
波
瀾
万
丈
の
文
章
の
作
法
は
、
王
洽
の
�
墨
に
当
た
る
。

抑
揚
起
伏
の
文
章
の
作
法
は
、
画
の
昼
夜
明
暗
に
当
た
る
。
墨

竹
墨
蘭
を
描
く
の
に
飛
白
石
を
用
い
て
左
右
う
つ
り
あ
う
よ
う

に
す
る
の
も
、
ま
た
文
章
を
作
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
に
み
て
く
る
と
、
文
章
を
作
る
法
は
、
そ
れ
を
画
に
あ
て
は

め
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
二
〇
二
頁
）

「
八
一

伝
神
（
心
を
写
す
）」
よ
り

「
詩
人
の
詠
物
と
画
家
の
写
生
と
は
、
同
じ
し
く
み
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
形
を
ま
ね
る
こ
と
は
や
さ
し
い
が
、
精
神
を

写
し
表
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。（
以
下
、
略
）」（
二
〇
四
頁
）

「
八
二

形
を
越
え
る
も
の
」
よ
り

「
…
…
（
略
）
近
日
画
家
は
多
く
形
似
を
尊
ん
で
、
風
韻
が

ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
宋
時
代
の
人
も
同

じ
で
あ
る
。
欧
陽
修
の
詩
に
、『
古
画
は
意
を
描
く
の
で
形
を

描
く
の
で
な
い
。
梅
堯
臣
の
詩
は
詠
物
で
あ
る
が
、
そ
の
物
の

も
つ
こ
こ
ろ
を
隠
す
こ
と
な
く
よ
く
写
し
て
い
る
。』
と
い
っ

て
い
る
。」（
二
〇
六
頁
）

「
八
三

詩
画
一
致
」
よ
り

こ

こ

「『
詩
中
に
画
有
り
、
画
中
に
詩
有
り
』
と
は
、
昔
人
の
顧
虎

と
う

お
う

せ
ん

い

頭
を
評
す
る
語
な
り
。
王
も
う

川
の
詩
も
亦
多
く
画
の
如
き
を
道

げ
い
う

ふ
。
倪
迂
の
書
画
は
淡
逸
に
し
て
、
其
の
詩
も
亦
然
り
。
石
田

ゆ
う
こ
ん

こ
う
ざ
ん

じ
ょ
う
じ
ょ
く

の
詩
は
雄
渾
、
衡
山
の
詩
は
清
雅
、
六
如
の
詩
は
�
縟
、
玄

宰
の
詩
は
秀
潤
。
書
画
に
至
る
も
亦
然
り
。
故
に
詩
を
読
ん
で

其
の
画
を
知
り
、
画
を
観
て
其
の
詩
を
知
る
。
其
れ
然
り
而
し

て
併
せ
て
其
の
人
を
知
る
。」（
二
〇
七
頁
）

な
お
、「
八
三

詩
画
一
致
」
に
は
、
次
の
語
注
と
評
解
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。

﹇
語
注
﹈

詩
中
有
画
…
…
「
東
坡
志
林
」
に
「
摩
詰
の
詩
を
味
ふ
に
詩

中
に
画
あ
り
、
摩
詰
の
画
を
観
る
に
画
中
に
詩
あ
り
」
と
あ
る
。

お
う

せ
ん

摩
詰
は
王
維
（
王
も
う

川
）
の
字
。
こ
れ
か
ら
画
を
無
声
ノ
詩
、

詩
を
有
声
ノ
画
と
い
う
。（
二
〇
七
頁
）

﹇
評
解
﹈

「（
…
略
）
詩
中
に
画
あ
り
、
画
中
に
詩
あ
り
」
は
、
画
と
詩

が
表
裏
一
体
を
な
す
こ
と
を
述
べ
た
有
名
な
語
で
あ
る
。（
以

下
、
略
）（
二
〇
八
頁
）

「
語
注
」
の
引
用
箇
所
に
あ
る
通
り
、
東
洋
思
想
の
詩
画
一
致
の
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と
う
ば

し

り
ん

そ

源
泉
は
『
東
坡
志
林
』
の
よ
う
で
あ
る
。『
東
坡
志
林
』
と
は
、
蘇

と
う
ば

そ
し
ょ
く

東
坡
（
蘇
軾
）（
一
〇
三
六
―
一
一
〇
一
）
の
撰
と
言
わ
れ
る
著
作

だ
が
（
３
）、
松
枝
氏
（
一
九
六
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
の
成
立
事
情

や
内
容
性
質
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
点
が
多
い
と
い

う
。
一
巻
本
、
五
巻
本
、
十
二
巻
本
な
ど
が
あ
る
（
松
枝
、
前
掲

書
）。

（
三
）

東
洋
に
お
け
る
詩
画
一
致
思
想
の
ま
と
め
と
考
察

『
山
中
人
饒
舌
』
か
ら
読
み
取
れ
る
限
り
で
は
、
詩
画
一
致
思
想

の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
詩
を
作
る
こ
と
と
絵
を
描
く
こ
と
は

似
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
姉
妹
芸
術
思

想
と
同
様
で
あ
る
。

た
だ
し
、
詩
と
絵
画
は
似
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
、
両
者
を
融
合
す
る
と
い
う
発
想
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
絵
画
と
詩
と
書
は
融
合
し
て
こ
そ
、
よ
り
価
値
の
あ
る
作

品
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
絵
画
と
詩
の
融
合
は
、
画
家
の
精
神
面
だ
け
で
な
く
、

実
際
の
画
面
上
で
も
生
じ
て
い
る
。
中
国
で
は
、
も
と
も
と
、
詩
も

絵
画
も
書
も
手
が
け
る
作
者
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
日
本
で
も
、

文
人
画
で
は
、
同
じ
画
面
上
に
、
絵
画
と
、
讃
と
し
て
の
こ
と
ば

（
漢
詩
や
俳
句
な
ど
）
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
物
理
的
に

も
、
絵
画
と
詩
は
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、『
山
中
人
饒
舌
』
で
は
、
心
を
の
ど
か
に
す
る
の
は
山
水

画
だ
け
で
は
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
あ
る
箇
所
が
あ
る
が
（
４
）、
中
国

の
文
人
画
思
想
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
風
景

描
写
で
あ
る
。
東
洋
の
絵
画
に
お
い
て
、
詩
を
伴
い
な
が
ら
発
展
し

て
い
っ
た
の
は
、
肖
像
画
や
歴
史
画
で
は
な
く
、
山
水
画
で
あ
っ
た
。

四
、
東
洋
に
お
け
る
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想

か
く
き

（
一
）

郭
熙
（
一
一
世
紀
頃
）
の
『
林
泉
高
致
』（
著
者
は
郭
熙
の
子
、

郭
思
）

西
洋
的
な
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
は
、
東
洋
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

か
く
き

る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
北
宋
の
郭
熙
に
よ
る
『
林
泉
高

致
』
の
う
ち
、「
画
意
」
の
箇
所
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
の
引
用
は
、
青
木
氏
・
奥
村
氏
（
一
九
四
二
年
）
の
日
本
語

訳
に
よ
る
。

「
そ
れ
か
ら
、
古
人
の
『
詩
は
無
形
の
画
に
し
て
画
は
有
形

の
詩
な
り
』
と
云
ふ
言
葉
の
如
き
は
、
多
く
先
哲
に
よ
っ
て
云
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は
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
吾
人
の
師
と
す
る
所
で
あ
る
。

そ
れ
で
余
は
閑
暇
あ
る
時
、
晉
唐
古
今
の
詩
を
繙
く
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
佳
句
に
は
人
の
腹
中
の
事
を
道
破
し
、
目
前
の
風

景
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
静

居
燕
座
し
て
明
窓
浄
几
に
一
�
の
香
を
た
き
萬
慮
消
沈
す
る
時

で
な
け
れ
ば
佳
句
の
好
意
趣
も
見
出
せ
ず
、
幽
情
美
趣
も
想
い

浮
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
画
の
主
意
と
て
も
亦
同

じ
こ
と
で
、
決
し
て
得
易
き
も
の
で
は
な
い
。（
六
三
頁
）

（
二
）

土
佐
光
起
の
『
本
朝
画
法
大
伝
』（
一
六
九
〇
年
）

日
本
で
も
、
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、

大
和
絵
系
で
知
ら
れ
る
土
佐
派
の
画
論
書
『
本
朝
画
法
大
伝
』
を
紹

介
し
た
い
。
著
者
の
土
佐
光
起
は
、
光
則
の
子
で
あ
る
。
土
佐
派
は

そ
れ
ま
で
口
授
で
画
法
を
伝
え
て
き
た
が
、
光
起
は
、
こ
の
ま
ま
で

は
か
え
っ
て
誤
り
を
残
す
危
険
が
あ
る
と
考
え
、
こ
の
書
を
著
し
た

と
い
う
（
坂
崎
、
一
九
八
〇
年
）。

こ
の
著
作
で
は
、
板
や
布
に
描
く
と
き
の
方
法
や
顔
料
の
説
明
な

ど
、
描
法
に
関
す
る
内
容
が
大
半
を
占
め
て
い
る
が
、
初
め
に
、
絵

画
の
道
や
、
作
画
の
心
構
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
下
の
引
用
は
坂
崎
氏
（
前
掲
書
）
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
画
論
秘
訣
」
よ
り

「
全
て
画
を
書
に
、
墨
画
ば
か
り
に
よ
ら
ず
極
彩
色
な
り
と

も
大
方
あ
っ
さ
り
と
書
べ
し
。
模
様
調
は
ざ
る
が
よ
し
。
添
物

も
三
分
一
ほ
ど
書
た
る
が
よ
し
。
詩
歌
の
心
を
か
く
と
も
咸
出

す
べ
か
ら
ず
、
お
も
ひ
入
を
含
す
べ
し
。
白
紙
も
も
や
う
の
内

な
れ
ば
心
に
て
ふ
さ
ぐ
べ
し
。
異
国
の
画
は
文
の
如
く
、
本
朝

の
画
は
詩
の
如
し
、
画
は
詩
の
か
た
ち
、
詩
は
画
の
意
と
も
い

へ
り
。」（
三
三
頁
）

（
三
）

狩
野
永
納
の
『
本
朝
画
史
』（
一
六
九
三
年
）

漢
画
系
の
狩
野
派
に
お
い
て
も
、
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
が
見
ら
れ

る
。
狩
野
永
納
の
『
本
朝
画
史
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
一
六
九
一
年

に
『
本
朝
画
伝
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
二
年
後
に
タ
イ

ト
ル
を
改
め
て
出
版
さ
れ
た
。

著
者
の
狩
野
永
納
は
、
京
狩
野
の
絵
師
で
あ
り
、
狩
野
山
雪
の
長

子
で
あ
る
。
山
雪
が
日
本
の
画
人
伝
を
編
も
う
と
し
、
永
納
が
山
雪

の
草
稿
を
増
補
し
た
（
笠
井
、
一
九
八
五
年
、「
解
題
」
よ
り
）。
日

本
最
初
の
本
格
的
な
画
史
で
あ
る
（
笠
井
、
前
掲
書
）。

こ
の
著
作
は
、
も
と
は
全
て
漢
文
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、
笠
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井
氏
・
佐
々
木
氏
・
竹
居
氏
（
一
九
八
五
年
）
の
現
代
語
訳
に
よ
る
。

「
翰
墨
游
戯
の
説
」
よ
り

「
私
な
り
に
考
え
て
み
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
書
と
画
は
名

を
異
に
は
し
て
い
る
も
の
の
、
じ
つ
は
同
体
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
象
形
文
字
は
絵
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、﹇
北
宋

第
一
の
文
人
と
い
わ
れ
た
﹈
蘇
東
坡
や
、﹇
蘇
軾
と
と
も
に
書

に
お
い
て
宋
の
四
大
家
に
数
え
ら
れ
る
﹈
米
�
が
、
ま
た
画
名

に
よ
っ
て
高
い
の
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
詩
と
い
う
も
の

は
無
形
の
絵
画
で
あ
り
、
絵
画
は
ま
た
有
形
の
詩
で
あ
る
。
絵

と
い
う
も
の
は
、
古
人
の
名
言
や
秀
句
の
瀟
洒
で
幽
玄
な
趣
き

を
た
く
さ
ん
採
り
拾
い
、
こ
れ
を
心
の
中
に
な
ら
べ
置
い
て
、

た
だ
ひ
た
す
ら
筆
下
に
あ
ら
わ
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。﹇
漢

詩
ば
か
り
で
な
く
﹈
和
歌
も
ま
た
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
て
い
る
。

詩
に
お
け
る
六
義
や
三
体
の
品
々
は
、
み
な
心
情
を
も
と
と
し

て
、
そ
れ
が
言
外
に
あ
ら
わ
れ
出
た
も
の
だ
が
、
思
い
が
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
言
葉
と
し
て
散
れ
ば
詩
や
和
歌
と
な
り
、
凝
縮
し

て
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
絵
と
な
る
。
そ
の
支
流
は
聯
句
や
連

歌
と
な
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
ら
が
画
術
と
同
法
で
な

い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」（
三
七
七
頁
、
引
用
文
中
括
弧
内
の
説

明
は
笠
井
氏
・
佐
々
木
氏
・
竹
居
氏
に
よ
る
）

（
四
）

東
洋
に
お
け
る
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
の
ま
と
め
と
考
察

中
国
に
も
日
本
に
も
、
西
洋
の
姉
妹
芸
術
に
近
い
思
想
は
あ
っ
た
。

特
に
、
狩
野
永
納
の
「
翰
墨
游
戯
の
説
」（
傍
線
箇
所
）
に
は
、『
林

泉
高
致
』
の
「
画
意
」
と
酷
似
し
た
記
述
（
傍
線
箇
所
）
が
見
ら
れ
、

さ
ら
に
、
両
者
共
に
、
シ
モ
ニ
デ
ス
の
こ
と
ば
に
似
て
い
た
。
狩
野

派
は
漢
画
系
で
あ
る
た
め
、
中
国
の
思
想
の
影
響
を
直
接
受
け
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
和
絵
系
の
土
佐
派
で
も
、
姉
妹

芸
術
に
近
い
思
想
は
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
東
洋
に
も
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
本
研
究
で
先
に
掲
げ
た
姉
妹
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち

の
、「
似
た
も
の
姉
妹
」
と
類
似
し
て
い
る
。

東
洋
の
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
と
西
洋
の
姉
妹
芸
術
思
想
の
違
い
を

強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
西
洋
の
シ
モ
ニ
デ
ス
が
詩
と
絵
画
を
「
有

声
」・
「
無
声
」（
つ
ま
り
、
聴
覚
）
で
区
別
し
た
の
に
対
し
、
北
宋

の
郭
熙
と
狩
野
永
納
は
「
有
形
」・
「
無
形
」（
つ
ま
り
、
視
覚
）
で

区
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
郭
熙
と
永
納
が
画
家
で
あ
り
、
絵
画
に
焦
点
を
当
て
て

い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
根
本
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
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る
発
想
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
声

が
諸
芸
術
の
表
現
を
司
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
東
洋
で
は
、
声
に
出
す
こ
と
う
よ
り
、
筆
で
書
く

と
い
う
こ
と
が
、
芸
術
表
現
の
方
法
と
し
て
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
や

す
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
５
）。

五
、
西
洋
に
詩
画
一
致
的�

な
思
想
は
な
い
の
か

西
洋
に
は
、
詩
画
一
致
を
唱
え
た
思
想
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
だ

が
、
具
体
的
な
絵
画
作
品
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
と
り
わ
け
ロ
マ
ン

主
義
の
時
代
以
降
、「
詩
的
」
と
評
さ
れ
る
風
景
画
が
少
な
く
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
詩
は

絵
の
ご
と
く
」
を
実
践
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
の
見
方
（
鈴
木

（
雅
）、
二
〇
〇
七
年
）
も
あ
る
。

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
（John

C
onstable,

1776−

1837

）
の
風
景
画
は
し
ば
し
ば
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
」（
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
抒
情
詩
人
と
し
て
有
名
な
人
物
で
あ
る
）
と

言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
絵
が
い
か
に
も
詩
に

な
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
コ
ン
ス

タ
ブ
ル
の
一
連
の
「
雲
の
習
作
」
の
中
に
は
、
同
じ
画
面
の
下
方
に

詩
を
引
用
し
て
書
い
て
あ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
人
画
に
お

け
る
「
画
讃
」
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ー
ク
氏
（C

lark,
1979

）
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
、

当
時
売
れ
っ
子
で
あ
っ
た
あ
る
画
家
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
と

い
う
。「

私
は
彼
の
絵
が
あ
ん
な
に
ひ
ど
い
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
ら
は
ひ
た
す
ら
自
然
の
模
倣
に
つ
と
め
て

い
る
。
だ
が
ま
こ
と
に
冷
た
く
貧
弱
な
模
倣
で
し
か
な
い
。
ど

れ
も
こ
れ
も
ま
っ
た
く
心
の
温
味
が
な
い
の
だ
」（
佐
々
木
訳
、

二
〇
六
頁
）

コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
こ
と
ば
の
中
の
「
心
の
温
味
（heartless

）」

は
、
詩
的
な
物
の
見
方
が
根
底
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
浮
か
ん
で
く
る
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
、
当
該
の
画
家
に
つ
い

て
、
詩
的
な
精
神
を
込
め
て
い
な
い
か
ら
駄
目
だ
、
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
坂
川
氏
（
一
九
八
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人

ト
ム
ソ
ン
の
「
四
季
」
は
、
多
く
の
画
家
に
題
材
を
提
供
し
た
と
い

う
。
こ
う
し
た
現
象
も
、
画
家
の
中
に
詩
画
一
致
的�

な
発
想
が
あ
っ
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た
か
ら
こ
そ
、
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
一
七

九
八
年
以
降
、
適
当
な
長
さ
の
引
用
文
を
付
け
て
よ
い
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
中
に
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
文
学
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
詩

も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
風
景
画
家
と
し
て
有
名
な
タ
ー
ナ
ー
や
、
前

述
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
も
、
し
ば
し
ば
詩
を
載
せ
て
い
た
。
特
に
タ
ー

ナ
ー
は
、
自
分
で
も
詩
を
作
っ
て
お
り
、
自
ら
の
詩
集
か
ら
引
用
し

た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
詩
画
一
致
的�

な
発
想
は
、
思
想
と
し
て
確

立
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
西
洋
で
は
全
く
育
た
な
か
っ
た
と

は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六
、
結
論
と
今
後
の
課
題

姉
妹
芸
術
思
想
も
詩
画
一
致
思
想
も
、
絵
画
と
詩
は
対
象
を
描
写

す
る
点
で
似
て
い
る
と
い
う
認
識
を
出
発
点
と
し
て
い
た
。
こ
の
点

で
は
、
二
つ
の
思
想
は
互
い
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
詩
が
絵

画
よ
り
先
に
発
達
し
て
い
た
点
も
、
東
西
で
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
先
の
発
展
の
し
か
た
が
異
な
っ
て
い
た
。
東

洋
の
詩
画
一
致
思
想
は
、
詩
の
ほ
か
に
「
書
」
も
加
え
て
、
画
家
の

精
神
の
上
で
も
、
実
際
の
画
面
上
で
も
、
こ
れ
ら
が
融
合
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
。
一
方
、
西
洋
の
姉
妹
芸
術
思
想
は
、
古
代
の

「
似
た
も
の
姉
妹
」
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
「
競
争
姉
妹
」
へ
と

移
行
し
て
い
っ
た
。
姉
妹
芸
術
思
想
は
、
も
と
も
と
詩
と
絵
画
の
融

合
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
わ
け
だ
が
、
競
争
姉
妹
の
段
階

に
な
る
と
、
絵
画
と
詩
の
融
合
は
も
は
や
困
難
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
冒
頭
に
掲
げ
た
疑
問
点
、「『
姉
妹
芸

術
』
は
『
詩
画
一
致
』
の
�
姉
妹
�
か
？
」
に
対
す
る
答
は
、
本
研

究
で
検
討
し
た
限
り
で
は
、�
姉
妹
に
よ
る
�
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
似
た
も
の
姉
妹
」
を
想
定
す
る
な
ら
姉
妹
（
類
似
の
思
想
）
と
言

え
る
が
、「
競
争
姉
妹
」
を
想
定
す
る
な
ら
、
似
て
非
な
る
思
想
で

あ
る
。
こ
の
点
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
東
洋
の
絵
画
思
想
は
詩
画
一
致
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

中
国
の
郭
熙
や
、
日
本
の
狩
野
派
や
土
佐
派
の
絵
画
思
想
に
お
い
て
、

西
洋
の
「
似
た
も
の
姉
妹
」
に
近
い
思
想
が
示
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

西
洋
で
も
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
を
迎
え
て
か
ら
は
、
タ
ー
ナ
ー
や

コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
よ
う
に
、
詩
的
な
作
品
や
、
実
際
に
詩
を
伴
う
作

品
が
増
え
て
き
た
。
彼
ら
の
作
品
は
詩
画
一
致
的�

と
言
え
る
。

そ
こ
で
今
後
は
、
姉
妹
芸
術
と
詩
画
一
致
が
、
似
て
非
な
る
思
想
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へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
を
解
く
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

姉
妹
芸
術
思
想
に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
が
人
物
描
写
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
詩
画
一
致
思
想
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
が

風
景
描
写
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
で
「
詩
的
」
と
言
わ
れ
た

タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
作
品
も
、
ほ
と
ん
ど
が
風
景
画
で
あ

っ
た
。
絵
画
と
詩
は
、
描
写
対
象
が
風
景
で
あ
れ
ば
、
融
合
へ
と
向

か
い
や
す
く
、
描
写
対
象
が
人
間
で
あ
れ
ば
、
競
争
関
係
へ
と
向
か

い
や
す
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
前
述
の
通
り
、
東
洋
に
も
姉
妹
芸
術
的�

な
思
想
は
あ
っ
た

も
の
の
、
そ
れ
は
、
西
洋
の
姉
妹
芸
術
の
よ
う
に
音
声
を
重
視
す
る

思
想
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
西
洋
の
芸
術
は
詩
学
を
中
心

に
発
展
し
て
き
て
お
り
、
朗
詠
と
い
う
こ
と
が
言
語
芸
術
の
出
発
点

に
あ
っ
た
（
今
道
、
前
掲
書
）。
こ
の
こ
と
も
、
似
て
非
な
る
理
由

を
解
く
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
西
洋
で
は
、
叙

事
詩
の
発
達
が
抒
情
詩
の
発
達
に
先
行
し
て
い
た
が
（
今
道
、
前
掲

書
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

似
て
非
な
る
理
由
の
解
明
は
、
絵
画
思
想
の
東
西
の
違
い
を
よ
り

明
確
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
広
く
芸
術
思
想
の
普
遍
性
と
文
化
固
有

性
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
記本

研
究
は
、
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
美
学
・
美
術
史
学
専
攻
総

合
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
し
、
加
筆
・
修
正
し

た
も
の
で
す
。
文
学
研
究
科
教
授
津
上
英
輔
先
生
を
は
じ
め
、
大
愛
崇
晴

さ
ん
他
、
参
加
者
の
皆
様
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）

英
語
で
は
、“painting

is
m

ute
poetry,

poetry
a

speaking

picture”

（Lee,1967

）
と
記
さ
れ
る
。

（
２
）

中
国
に
お
け
る
文
人
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は
、
職
業
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で
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の
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で
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る
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じ
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す
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。

（
３
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日
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生
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九
年

に
出
版
さ
れ
て
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る
よ
う
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は
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し
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な
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。
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「
七
六

神
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を
暢
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。
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５
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と
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出

す
と
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う
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が
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さ
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い
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。
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前
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氏
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古
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踊
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う
。
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