
小
林
秀
雄
「
ピ
カ
ソ
」
論

―
―
『
近
代
絵
画
』
と
様
式
の
喪
失

滝

上

裕

子

１
�
現
代
画
家
「
ピ
カ
ソ
」
の
「
近
代
性
」

小
林
秀
雄
は
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
十
二
月
、「
朝
日
新
聞
」
特

派
員
を
兼
ね
て
今
日
出
海
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
行
し
、
ア
メ
リ
カ
を

経
由
し
て
翌
年
七
月
に
帰
国
し
た
。
そ
の
間
、
観
て
ま
わ
っ
た
芸
術
作
品
を

め
ぐ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
が
『
近
代
絵
画
』
で
あ（
１
）る。
全
章
の
な
か
で
、
最

終
章
「
ピ
カ
ソ
」
は
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
長
さ
を
も
ち
、
昭
和
三
十

一
年
十
月
か
ら
「
藝
術
新
潮
」
に
連
載
さ
れ
た
。
近
代
絵
画
を
批
評
す
る
に

あ
た
っ
て
、
連
載
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
か
ら
こ
の
最
終

章
は
準
備
さ
れ
て
い
た
。「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
の
冒
頭
、
す
な
わ
ち
『
近
代

絵
画
』
は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

近
頃
の
絵
は
解
ら
な
い
、
と
い
う
言
葉
を
、
実
に
よ
く
聞
く
。﹇
…
﹈

絵
は
何
か
を
描
い
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
何

か
は
、
絵
を
見
な
い
前
か
ら
私
達
が
承
知
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。﹇
…
﹈
今
日
、
ピ
カ
ソ
の
肖
像
画
を
註
文
す
る
人
は
な
い

だ
ろ
う
。
先
方
の
勝
手
で
ど
ん
な
顔
を
描
か
れ
て
も
文
句
が
言
え
な
い

と
い
う
事
で
は
、
話
し
に
な
ら
な
い
。

（「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」）

こ
こ
で
話
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵

画
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
代
表
的
画
家
と
し
て
ピ
カ
ソ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
近
代
絵
画
」
と
題
を
う
っ
た
連
載
に
お
い
て
、
当
初
か
ら
現
代
の
解
ら
な

い
絵
を
描
く
画
家
と
し
て
の
ピ
カ
ソ
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
そ

し
て
、「
ピ
カ
ソ
」
章
に
お
い
て
、
問
題
は
見
え
て
い
る
も
の
と
解
る
こ
と

と
の
関
係
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
先
走
っ
て
述
べ
れ
ば
、「
ピ
カ
ソ
」

に
限
ら
ず
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
絵
画
は
人
物
画

に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
の
連
載
は
画
題
と
象
徴
の
関
係
を
と
ら
え
つ
つ
現

代
の
了
解
の
あ
り
か
た
を
批
評
す
る
た
め
に
措
定
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

（
２
）る。な

ぜ
こ
の
よ
う
な
措
定
が
さ
れ
て
い
る
の
か
。
問
題
は
こ
の
連
載
が
近
代

絵
画
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
画
家
で
は
な
い
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

を
章
題
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
点
に
集
約
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
画

家
と
の
交
流
の
な
か
で
芸
術
論
を
生
成
し
た
よ
う
に
、
小
林
も
ま
た
批
評
に
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よ
っ
て
画
家
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
時
代
を
先
ん
じ
て
生
き
た
人
々
と
そ
れ

に
訓
化
さ
れ
た
世
相
や
社
会
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
中
島

康（
３
）久は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
と
も
に
ロ
マ
ン
主
義
が
終
わ
っ

た
こ
と
を
見
届
け
つ
つ
、
ギ
ー
ス
や
マ
ネ
を
賞
揚
し
て
「
現
代
性
の
表
現
を

第
一
義
に
置
い
た
」
が
小
林
は
そ
こ
へ
ほ
と
ん
ど
「
目
を
届
か
せ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
」
と
し
、「
ピ
カ
ソ
の
方
は
、
時
代
的
資
質
的
に
、「
近
代
」

を
青
春
の
早
い
時
期
に
全
速
力
で
駆
け
抜
け
、「
青
の
時
代
」
以
降
は
一
気

に
「
現
代
」
に
入
り
、
こ
れ
を
一
身
に
背
負
っ
て
徹
底
的
に
生
き
た
天
才
で

あ
る
」
と
し
て
、
小
林
が
ピ
カ
ソ
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
、「
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
へ
の
、
い
わ
ば
負
債
を
返
す
意
味
合
い
を
持
ち
得
る
。」
と
指
摘
し
た
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
お
こ
な
っ
た
現
代
批
評
を
、
多
大
な
影
響
を
う
け
て
き
た

小
林
が
同
じ
よ
う
に
絵
画
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
相

手
と
し
て
ピ
カ
ソ
は
難
物
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。ま
た
鈴
木
美
穂
は
、

「
ピ
カ
ソ
」
章
に
お
け
る
引
用
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
を
明
ら
か
に（
４
）し、

他
章
を
通
じ（
５
）て小
林
が
論
じ
た
問
題
を
整
理
、
言
及
し
、「『
近
代
絵
画
』
は

ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
旗
手
で
あ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
章
か
ら
書
き
始
め
ら

れ
、
最
終
章
で
ピ
カ
ソ
を
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ム
の
終
局
」
と
位
置
付
け
る
」

も
の
で
「「
近
代
絵
画
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の

は
「
ロ
マ
ン
主
義
絵
画
」
と
考
え
て
よ
い
。」
と
論
じ
た
。
小
林
が
『
近
代

絵
画
』
を
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
か
ら
始
め
、
現
代
の
画
家
で
あ
る
は
ず
の

「
ピ
カ
ソ
」
で
終
え
た
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
通
し
て
得
た
近
代
批
評
を

「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
い
う
問
題
の
現
代
に
お
け
る
意
味
を
と
ら
え
る
形
で
お

こ
な
う
た
め
で
あ
っ
た
と
一
通
り
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
ロ

マ
ン
テ
ィ
ス
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
に
お
い
て

問
題
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
芸
術
家
の
社
会
的

孤
立
と
反
逆
の
上
に
し
か
咲
か
な
い
花
」
を
絵
画
に
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
ピ
カ
ソ
が
現
代
に
お
い
て
「
社
会
的
孤
立
と
反
逆
」
の
画
家
と
し

て
見
做
さ
れ
て
い
る
と
導
き
出
せ
る
。
す
で
に
多
く
の
人
に
了
解
さ
れ
て
い

る
伝
統
的
な
も
の
に
対
し
て
、
画
家
が
反
逆
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
破
壊
性
と

美
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
終
局
と
し
て
ピ
カ
ソ
が
位
置
さ
れ
て
い
る
と

言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
以
下
、
画
家
名
を
冠
し
た
連
載
が
続
く
が
、
対
象
に

あ
げ
ら
れ
る
者
は
画
家
か
ら
詩
人
な
ど
の
文
学
者
多
岐
に
わ
た
る
。「
ピ
カ

ソ
」
の
連
載
は
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
か
ら
月
日
が
経
っ
て
い
た
。
他
の

章
と
違
い
、
自
身
が
絵
画
作
品
を
観
た
経
験
は
新
鮮
味
に
欠
け
る
も
の
と
な

る
。
そ
の
中
で
利
用
さ
れ
た
の
が
映
画
で
あ
っ
た
。「
ピ
カ
ソ
」
は
以
下
の

よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
た
。

先
日
、
ク
ル
ー
ゾ
ー
と
い
う
映
画
監
督
が
作
っ
た
、
ピ
カ
ソ
の
制
作

に
関
す
る
映
画
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。﹇
…
﹈
二
時
間
の
間
、
私
は
全

身
が
眼
に
な
っ
て
い
た
。﹇
…
﹈
そ
の
直
後
、
座
談
会
で
、
こ
の
映
画

に
つ
い
て
感
想
を
求
め
ら
れ
て
、
弱
っ
た
。
言
葉
の
な
い
感
動
が
、
尾

を
引
い
て
い
て
、
口
を
き
く
の
も
い
や
だ
っ
た
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１
﹇
章
題
の
下
の
数
字
は
章
内
節
数
を
示
す
。
以
下
同
﹈）

こ
の
「
ピ
カ
ソ
の
制
作
に
関
す
る
映
画
」と
い
う
の
は
、“Le

M
Y
ST
ERE

PICA
SSO
”

（
邦
題
「
天
才
の
秘
密

ミ
ス
テ
リ
ア
ス

ピ
カ
ソ
」
一
九
五

六
）
の
こ
と
で
、
ア
ン
リ＝

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
ル
ー
ゾ
ー
が
監
督
・
脚
本
・

編
集
、
ク
ロ
ー
ド
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
撮
影
を
務
め
た
。
ま
た
、
座
談
会
と
い

う
の
は
「
ピ
カ
ソ
」
連
載
に
先
立
っ
て
、「
藝
術
新
潮
」
誌
上
で
開
か
れ
た
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（
映
画
「
ピ
カ
ソ
・
天
才
の
秘
密
」
対
談：

小
林
秀
雄
・
吉
川
逸
治
、
一
九

五
六
・
九
）
も
の
で
、
そ
こ
で
は
す
で
に
小
林
が
「
ピ
カ
ソ
」
で
扱
う
問
題

を
焦
点
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か（
６
）る。

ク
ル
ー
ゾ
ー
の
映
画
に
は
ピ
カ
ソ
本
人
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
映
ら
な
い
。
冒

頭
で
宣
言
さ
れ
る
よ
う（
７
）に、
ピ
カ
ソ
の
思
考
過
程
が
絵
画
制
作
過
程
と
し
て

映
画
の
観
客
に
提
示
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
・
ル
・
ボ
ッ（
８
）トは
こ
の
映
画
に
つ
い

て
「
変
貌
は
映
画
が
終
る
時
に
終
る
。
言
い
か
え
れ
ば
最
後
の
到
達
点
な
ど

は
存
在
せ
ず
、
あ
く
ま
で
、
映
画
の
終
り
な
の
で
あ
っ
て
、
作
品
の
そ
れ
で

は
な
い
の
だ
。」「
変
貌
の
課
程
に
お
け
る
形
の
《
生
命
》
も
そ
う
で
あ
る
。

肉
体
に
生
じ
る
効
果
を
語
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
が
使
え
る
の
は
隠
喩
だ
け
な

の
だ
。」
と
画
家
の
肉
体
性
と
象
徴
性
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
実
際
に
こ
の

映
画
は
、
秩
序
だ
っ
た
絵
画
が
出
来
た
と
思
え
ば
次
の
瞬
間
そ
れ
は
塗
り
つ

ぶ
さ
れ
、
調
和
の
と
れ
た
色
彩
は
塗
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う

に
、
観
客
に
と
っ
て
は
画
家
の
視
点
が
筆
運
び
に
よ
っ
て
動
い
て
い
く
様
を

じ
っ
と
追
い
、
何
を
描
い
た
か
わ
か
る
画
面
か
ら
わ
か
ら
な
く
な
る
過
程
を

驚
き
と
と
も
に
眺
め
る
経
験
で
も
あ
る
。
観
客
は
画
家
の
肉
体
労
働
を
伴
う

創
作
を
擬
似
的
に
追
認
す
る
。座
談
会
で
吉
川
が
い
う
よ
う
に
、出
来
上
が
っ

た
も
の
を
壊
し
て
ピ
カ
ソ
が
納
得
す
る
過
程
を
追
っ
て
い
る
の
だ
。
小
林
は

そ
れ
を
現
代
へ
の
嫌
悪
と
と
ら
え
、
ピ
カ
ソ
の
創
っ
た
感
覚
が
現
代
で
は
普

遍
的
に
な
っ
た
と
も
述
べ
、「
ピ
カ
ソ
は
わ
か
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が

一
番
よ
く
な
い
」
と
い
う
。「
ピ
カ
ソ
」
の
冒
頭
は
、
こ
の
映
画
に
「
感
動
」

し
た
経
験
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
感
動
」
は
画
家
と
観
客
の

肉
体
的
共
鳴
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。小
林
は
こ
れ
を
「
目
」

に
収
斂
し
て
問
題
化
し
言
葉
が
構
築
さ
れ
な
い
場
面
を
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
ピ
カ
ソ
の
実
作
に
お
け
る
態
度
を
現
代
へ
の
嫌
悪
と
生
理
的
な
次
元

で
と
ら
え
る
視
線
は
、
現
代
美
術
家
で
あ
る
ピ
カ
ソ
を
「
芸
術
家
の
社
会
的

孤
立
と
反
逆
の
上
に
し
か
咲
か
な
い
花
」
の
延
長
に
位
置
付
け
る
意
図
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て

問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
ピ
カ
ソ
の
も
つ
破
壊
性
と
現
代
嫌
悪
と
の
結
び
つ

け
ら
れ
方
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
小
林
が
近
代
絵
画
を
通
し
て
評
し
た
現
代
に

つ
い
て
の
問
題
、
そ
こ
に
ピ
カ
ソ
の
創
っ
た
感
覚
が
普
遍
的
に
な
っ
て
い
く

あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
�
抽
象
化
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
画
家
の
代
弁
者
と
さ
れ
、ヴ
ァ

レ
リ
ー
等
と
共
に
、
同
時
代
へ
の
反
逆
者
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。

唯
美
派
の
芸
術
の
為
の
芸
術
派
の
成
立
に
は
、
た
だ
漠
然
た
る
美
へ
の

憧
憬
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
先
ず
同
時
代
の
社
会
へ
の
は
っ

き
り
し
た
、
余
計
者
の
怒
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
／
ヴ
ァ
レ

リ
ィ
も
リ
ル
ケ
も
エ
リ
オ
ッ
ト
も
、
内
的
革
命
家
と
い
う
余
計
者
な
の

で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
が
発
明
し
た
個
性
の
秘
密
と
い
う
宝
を
大

事
に
し
た
の
は
芸
術
家
だ
け
で
あ
っ
た
。

（「
ピ
カ
ソ
」
６
）

「
芸
術
家
の
社
会
的
孤
立
と
反
逆
」
を
「
余
計
者
」
と
し
て
と
ら
え
、
同

時
代
へ
の
怒
り
を
も
つ
者
だ
け
が
「
個
性
の
秘
密
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て

峻
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
怒
り
を
も
つ
者
と
し
て
ピ
カ
ソ
の
友
人
で
も

あ
っ
た
サ
バ
ル
テ
ス
の
書
を
ひ
き
な
が
ら
、
ラ
ン
ボ
オ
を
系
譜
化
し
「
兇
暴

な
破
壊
」
と
い
う
根
本
態
度
を
ピ
カ
ソ
へ
と
延
長
し
て
ゆ
く
。
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外
界
と
の
絶
対
的
な
対
決
を
得
る
為
に
、
彼
﹇＝

ラ
ン
ボ
オ
﹈
は
、
尋

サ
ン
ス

常
な
認
識
の
形
式
の
兇
暴
な
破
壊
を
決
心
し
、「
感
官
の
合
理
的
な

dérèglem
ent

（
調
子
を
狂
わ
せ
る
事
）」
を
試
み
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と

言
う
。﹇
…
﹈
／
も
し
、
ピ
カ
ソ
が
ラ
ン
ボ
オ
の
影
響
を
受
け
た
と
い

う
事
が
本
当
な
ら
ば
、そ
う
い
う
詩
作
の
根
本
の
態
度
か
ら
で
あ
ろ
う
。

﹇
…
﹈
従
っ
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
ピ
カ
ソ
と
シ
ュ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ト

達
と
の
交
渉
も
、
制
作
の
上
で
、
本
質
的
な
関
係
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
、
と
考
え
る
の
に
、
私
に
は
困
難
は
な
い
。

（「
ピ
カ
ソ
」
９
）

こ
の
手
順
で
導
き
出
さ
れ
る
の
は
「
個
性
の
秘
密
」
と
い
う
も
の
だ
が
、

こ
れ
は
「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
」（
昭
和
二
十
二
年
三
月
、「
展
望
」）
で
、
日
本
の

ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
流
行
と
詩
に
つ
い
て
の
批
判
で
も
言

及
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ（
９
）る。「
個
性
の
秘
密
」
と
は
「
個
性
」
が
成
り
立

つ
必
然
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
形
を
と
っ
て
そ
れ
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
発
見
さ
れ
る
性
質
の
も
の
だ
と
言
い
換
え
ら

れ（
１０
）る。「
内
的
革
命
」
に
は
「
兇
暴
な
破
壊
」
を
伴
い
、
そ
の
反
逆
は
社
会

的
世
俗
的
問
題
に
対
し
て
行
わ
れ
る
行
為
で
も
あ
る
。
怒
り
で
あ
れ
嫌
悪
で

あ
れ
、
現
代
に
対
す
る
「
余
計
者
」
が
芸
術
の
遂
行
者
と
な
り
、「
ピ
カ
ソ
」

は
そ
の
「
破
壊
」
力
の
強
度
が
問
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の

『
近
代
絵
画
』
各
章
の
変
奏
曲
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

「
個
性
」
と
社
会
の
関
係
を
め
ぐ
り
「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ

て
い
る
の
は
ヴ
ォ
リ
ン
ガ（

１１
）ー的
な
抽
象
化
の
問
題
で
あ
る
。
小
林
は
長
々
と

援
用
し
て
い
る
が
、
問
題
視
し
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

美
と
は
、
一
般
に
感
性
的
所
与
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
応
ず
る
私
達

の
統
覚
活
動
の
一
様
態
な
の
だ
が
、
こ
の
活
動
が
自
然
で
自
由
で
積
極

的
な
場
合
、
対
象
は
、
こ
の
活
動
に
貫
か
れ
る
。
対
象
は
私
達
に
所
有

さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
対
象
と
な
る
。
感
情
移
入
と
は
、
私
達
の
生
命
力

の
対
象
へ
の
移
入
な
の
で
あ
る
。
美
的
享
受
と
は
、
客
観
化
さ
れ
た
自

己
享
受
な
の
で
あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
３
）

知
覚
さ
れ
る
と
は
、感
性
へ
の
刺
激
が
統
括
さ
れ
認
識
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、

美
は
そ
の
一
様
態
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
感
情
移
入
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

感
情
移
入
と
は
人
間
の
外
界
と
の
関
係
の
仕
方
（
理
想
化
・
一
体
化
）
で
あ

り
、
つ
ま
り
感
情
移
入
に
よ
る
美
的
享
受
と
は
外
界
を
通
し
た
自
己
享
受
だ

と
い
え
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の

芸
術
が
人
間
や
自
然
描
写
に
お
い
て
充
実
し
て
い
た
の
は
、
当
時
の
芸
術
家

と
外
界
と
の
関
係
が
充
実
し
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
現
世
礼
賛
の
「
自
然
主
義
」
を
う
け
、
後
世
は
描
写
の
精
密
さ
が
人
間

の
知
性
の
高
次
さ
を
示
す
と
間
違
っ
た
方
法
へ
進
ん
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
「
自
然
の
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）」
を
述
べ
た
が
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
模

倣
の
歴
史
は
観
察
と
技
術
発
展
の
歴
史
で
あ
っ
て
芸
術
の
歴
史
で
は
な
い
と

主
張
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
自
然
の
姿
を
実
物
の
よ
う
に
再
現
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
く
、「
そ
の
全
内
的
存
在
を
、
理
想
的
な
独
立
性
と
完
全
性
に

於
い
て
客
観
化
し
よ
う
と
し
」
た
。
外
界
と
い
う
現
実
は
芸
術
表
現
の
い
わ

ば
材
料
だ
っ
た
の
だ
が
、
対
象
と
な
る
自
然
と
人
間
が
親
和
的
・
融
和
的
で

あ
る
前
提
が
次
第
に
困
難
な
時
代
と
な
っ
て
美
術
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
化
し
、

後
世
に
有
機
性
を
喪
っ
た
と
み
て
い
る
の
だ
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
こ
の
状
況

に
対
し
て
価
値
転
換
を
も
た
ら
そ
う
と
し
「
芸
術
の
様
式
と
い
う
も
の
と
一
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体
を
な
す
抽
象
作
用
の
概
念
」
を
も
う
一
つ
の
美
の
原
理
と
し
て
提
示
し

た
。

人
間
の
最
初
の
芸
術
意
欲
は
、
抽
象
を
目
指
し
て
い
た
事
、
根
源
的

な
芸
術
運
動
は
、
自
然
の
再
現
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
、
純
粋
な

抽
象
へ
の
希
求
で
あ
っ
た
事
を
認
め
る
べ
き
だ
。
恐
怖
が
世
界
に
於
い

て
先
ず
神
を
創
り
出
し
た
様
に
、最
初
の
芸
術
を
強
制
し
た
の
で
あ
る
。

人
間
と
外
界
と
の
調
和
は
、
長
い
経
験
に
よ
っ
た
悟
性
の
勝
利
で
あ
っ

て
、
人
間
は
先
ず
、
混
沌
と
し
て
曖
昧
な
世
界
の
う
ち
に
孤
立
し
て
い

る
本
能
的
な
不
安
を
、
精
神
的
な
恐
怖
を
一
挙
に
片
附
け
よ
う
と
し
た

に
違
い
な
い
。﹇
…
﹈
そ
れ
こ
そ
彼
等
の
最
大
の
幸
福
で
あ
り
、
美
で

あ
っ
た
と
率
直
に
断
じ
て
、
少
し
も
差
支
え
な
い
。（「
ピ
カ
ソ
」
３
）

ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
建
築
様
式
に
み
え
る
よ
う
に
、
最
初
期
の
芸
術
は
装
飾

芸
術
で
あ
っ
て
写
実
的
な
形
は
幾
何
学
的
な
形
が
次
第
に
「
自
然
主
義
化
」

し
た
も
の
で
、
芸
術
に
お
け
る
想
像
力
は
抽
象
化
の
強
度
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
抽
象
化
と
は
、
知
的
欲
求
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
外
界
の
多
様
さ
や
曖
昧
さ
に
対
し
て
抱
く
人
間
の
無
力
感
や
不

安
感
に
支
え
ら
れ
た
本
能
的
な
創
造
で
あ
る
。
抽
象
化
も
ま
た
感
情
移
入
の

芸
術
と
表
裏
一
体
の
衝
動
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。「
自
然
の
模
倣
」
と
い
う

知
的
営
為
と
峻
別
す
る
こ
と
で
、
有
機
性
を
強
調
し
芸
術
に
お
け
る
合
理
的

様
式
に
血
脈
を
通
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
混
沌

と
し
た
曖
昧
な
外
界
に
対
し
て
働
く
抽
象
衝
動
と
感
情
移
入
衝
動
と
の
均
衡

が
美
の
極
地
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
小
林
は
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
を
援
用
し
、
こ
こ

で
み
る
こ
と
と
表
現
す
る
こ
と
の
快
楽
に
言
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
対
象
の
選
択
・
光
の
描
写
に
お
い
て
革
命
を
も
た
ら
し
た
印
象

主
義
は
、
そ
れ
ま
で
に
確
立
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的
な
人
間
性
の
表
現
や

象
徴
性
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
タ
ブ
ロ
ー
に
表
現
さ
れ
た
光
の
描
写
が
定

位
し
た
モ
チ
フ
は
画
家
の
自
然
へ
の
接
近
を
よ
り
直
接
的
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
自
然
主
義
」
の
極
端
な
例
と
い
え
、
み
る
こ
と
に

お
け
る
生
命
感
受
の
快
楽
を
も
た
ら
し
た
芸
術
運
動
だ
っ
た
と
換
言
で
き

る
。
こ
う
し
た
と
ら
え
方
に
は
芸
術
史
を
進
歩
史
と
し
て
と
ら
え
、
近
代
的

表
現
が
よ
り
高
度
で
成
熟
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
念
へ
の
小
林
の
否
定

的
考
察
が
表
れ
て
い
る
。
外
界
に
対
す
る
不
安
は
そ
こ
に
接
す
る
個
人
の
不

安
を
反
映
す
る
が
、
そ
の
不
安
か
ら
う
ま
れ
る
抽
象
衝
動
は
、
外
界
や
（
個

人
の
）
生
存
の
不
安
へ
の
敏
感
さ
に
よ
っ
て
精
度
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
そ
れ
が
技
術
の
発
展
と
混
同
さ
れ
て
き
た
。
芸
術
史
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、

そ
の
通
時
的
側
面
を
解
体
（「
切
断
面
」）
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

人
間
が
知
性
を
発
展
さ
せ
て
き
た
結
果
と
し
て
の
作
品
が
名
品
で
あ
る
な

ら
、
近
代
の
作
品
は
古
代
よ
り
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、背
景
と
な
る
社
会
が
違
え
ば
表
現
は
異
っ
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

十
九
世
紀
の
合
理
主
義
的
歴
史
観
は
、
社
会
の
進
歩
発
展
と
い
う
考
え
に

固
く
結
び
つ
き
、
過
去
を
侮
蔑
・
否
定
し
た
。
し
か
し
、
先
に
み
た
よ
う
に

抽
象
衝
動
と
は
本
能
で
あ
っ
て
思
考
過
程
で
は
な
く
、
混
沌
か
ら
明
晰
へ
不

安
定
か
ら
安
定
へ
と
向
か
う
心
理
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
近
代
絵
画
の
画

家
た
ち
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
洗
礼
を
受
け
、
芸
術
の
仕
事
を
自
己
表
現
・

自
己
告
白
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
歴
史
を
俯
瞰
す
る
立
場
に
た
つ
と
画

家
は
表
現
す
べ
き
自
己
を
失
う
。
そ
こ
で
、「
個
性
の
秘
密
」
に
気
付
く
画

家
た
ち
は
同
時
代
に
社
会
的
に
孤
立
し
反
逆
す
る
立
場
を
選
ぶ
こ
と
に
な

る
、
と
す
る
の
だ
。
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し
か
し
、
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
抽
象
衝
動
は
抽
象
様

式
の
み
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
。
小
林
は
価
値
の
転
換
を
援
用
し
て
い

る
が
、「
切
断
面
」
を
読
み
と
る
時
に
画
家
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
通
念
は

や
は
り
モ
チ
フ
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る

よ
う
な
知
的
営
為
に
よ
っ
て
の
み
感
受
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
近

代
の
絵
画
表
現
に
は
抽
象
衝
動
と
感
情
移
入
の
均
衡
を
め
ぐ
る
幸
福
が
も
は

や
な
い
こ
と
が
、
よ
り
問
題
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
己
告
白
が
も
は
や

不
可
能
で
あ
る
時
代
に
こ
そ
、
絵
画
が
も
た
ら
す
快
楽
が
あ
る
こ
と
が
む
し

ろ
強
調
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。

小
林
が
述
べ
る
よ
う
に
、
近
代
の
認
識
批
判
に
お
い
て
「
物
自
体
」
と
い

う
考
え
が
現
れ
た
が
、ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
抽
象
化
の
概
念
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、

た
し
か
に
本
能
的
感
受
性
に
お
い
て
「
物
自
体
」
へ
の
感
覚
が
ギ
リ
シ
ャ
芸

術
な
ど
に
お
い
て
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
世
界
と
い

う
混
沌
を
明
晰
な
も
の
へ
、
不
安
定
な
も
の
を
安
定
へ
と
と
ら
え
て
い
く
過

程
で
あ
り
、
そ
こ
で
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
自
己
は
享
受
さ
れ
る

性
質
の
も
の
だ
っ
た
。
画
家
の
反
逆
は
こ
れ
ら
の
価
値
感
の
も
と
孤
立
す
る

こ
と
で
あ
り
、
進
歩
史
観
的
な
も
の
を
「
破
壊
」
す
る
こ
と
で
世
界
と
の
関

係
を
回
復
し
結
び
直
す
こ
と
だ
っ
た
。

「
ピ
カ
ソ
」（
６
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
も
い
る
ヴ
ァ
レ
リ（

１２
）ーは
、
以

下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

一
つ
の
時
代
は
、
己
の
う
ち
に
多
く
の
、
全
く
相
矛
盾
し
た
と
ま
で
は

行
か
ず
と
も
、
は
な
は
だ
相
異
っ
た
理
論
、
傾
向
、「
真
理
」
が
等
し

く
許
容
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
同
一
個
人
の
な
か
で
相
並
ん
で
存
在
し
、

働
き
か
け
て
い
る
と
い
う
事
情
を
見
出
す
時
、
初
め
て
「
近
代
的
」
と

み
ず
か
ら
感
ず
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
時
代
は
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
の
理

想
、
一
つ
の
信
仰
、
一
つ
の
様
式
の
み
が
支
配
す
る
時
代
よ
り
は
遙
か

に
大
き
な
包
容
性
を
有
し
、
ま
た
一
層
「
自
由
活
発
」
な
も
の
と
見
ら

れ
る
。﹇
…
﹈
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
マ
ネ
ー
﹇＝

マ
ネ
﹈
の
う
ち
に

ピ
ト
レ
ス
ク

す
で
に
消
耗
し
た
絵
画
的
な
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
素

朴
な
対
立
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
か
ら
生
れ
だ
し
た
レ
ア
リ
ス
ム
、

こ
れ
は
精
神
の
疲
労
の
い
わ
ば
反
射
作
用
の
ご
と
き
単
純
な
惰
性
に

よ
っ
て
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
に
代
っ
て
き
わ
め
て
容
易
に
時
世
を
風
靡
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
割
拠
対
立
を
知
覚
し
た
に
違
い

な
い
。

近
代
と
は
あ
る
合
理
主
義
的
ひ
と
つ
の
価
値
感
が
ド
グ
マ
と
し
て
通
行
す

る
時
代
で
は
な
い
と
い
う
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
考
え
を
、
ウ
ェ
イ
ド
レ
「
芸
術
の

ジ
レ
ン
マ
」
を
引
用
し
つ
つ
、
小
林
は
共
有
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
よ
く
言
わ
れ
る
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
の
対
立
も
、
実

際
に
は
、
十
八
世
紀
的
美
学
と
所
謂
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
と
の
論
争
に

過
ぎ
ず
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
は
、
元
来
、
そ
の
固
有
の
様
式
、
一
つ
の

全
体
と
し
て
の
そ
の
時
代
と
同
質
な
様
式
を
持
っ
て
い
な
い
事
を
特
色

と
す
る
の
だ
か
ら
、
他
の
ど
ん
な
時
代
の
ど
ん
な
様
式
と
も
対
立
す
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１５
）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
、
レ
ア
リ
ス
ム
の
台
頭
が
一
種
の
ロ
マ
ン

テ
ィ
ス
ム
の
疲
弊
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
と

レ
ア
リ
ス
ム
は
共
存
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
が
古
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典
主
義
へ
の
嫌
悪
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
個
人
の
中
に
異
な
る

時
代
・
傾
向
が
並
存
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
客
観

性
へ
の
自
覚
こ
そ
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
マ
ネ
は
絵
画
に
お
い
て

そ
れ
を
表
現
し
え
た
画
家
で
あ
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
芸
術
論
に
お
い
て
果

た
し
た
役
割
は
、
絵
画
に
お
け
る
理
想
性
と
実
存
性
は
併
存
し
、
ま
た
同
等

の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
し
た
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
マ
ネ
に
よ
っ
て
再
び
回
復
さ
れ
は
じ
め
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
的
傾
向

は
、
ピ
カ
ソ
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
が
、
そ
の
客
観
性
も
ま
た
現
代
に
お
い

て
あ
る
ド
グ
マ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
現
代
を
嫌
悪
し
つ
つ
現
代
的
で
あ
る
と

い
う
多
相
性
が
こ
こ
に
出
現
す
る
。
小
林
が
論
じ
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の

終
局
」
は
、
こ
の
多
相
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で

あ
る
。
ピ
カ
ソ
に
お
い
て
、
多
く
の
表
現
様
式
が
併
存
し
、
そ
こ
に
抽
象
的
・

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
さ
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
の
露
出
に
そ
れ
が
見
い
だ
せ
る
。

留
意
し
た
い
の
は
、「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
終
局
」
を
よ
み
、
そ
れ
が
「
近

代
」
の
終
焉
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
現
代
の
幕
開
け
に
も
な
っ
て
い

る
は
ず
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

３
�「
様
式
の
喪
失
」
と
ピ
カ
ソ
の
破
壊
的
資
質

「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て
小
林
が
問
題
化
し
て
き
た
こ
と
は
、「
近
代
的
」

で
あ
る
こ
と
と
そ
の
終
焉
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ

ス
ム
崩
壊
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
で
は
ピ
カ
ソ
と
い
う
芸
術

家
は
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
終
局
」
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
の
か
。
小
林
は
近
代
画
家
が
「
手
仕
事
」
を
す
る
側
面
に
合
理
化
の
お

よ
ば
な
い
領
域
を
見
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

歴
史
へ
の
関
心
は
、
画
家
達
の
心
か
ら
、
過
去
の
重
荷
を
決
し
て
除

き
は
し
な
か
っ
た
。﹇
…
﹈
歴
史
的
認
識
は
、
彼
等
を
伝
統
と
い
う
問

題
の
困
難
さ
に
直
面
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
マ
ネ
に
と
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
を
侮
蔑
す
る
事
は
易
し
い
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
既
に
死
ん
で
い
た

か
ら
。
だ
が
、
ゴ
ヤ
を
見
出
し
、
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
を
発
見
す
る
と
い
う

事
は
、
彼
等
の
絵
が
、
マ
ネ
自
身
の
う
ち
に
蘇
生
し
、
彼
自
身
の
力
で
、

こ
の
始
末
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
困
難
な
経
験
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
５
）

新
し
い
絵
画
を
目
指
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
の
画
家
が
残
し
た
作
品
は
新
し

さ
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
。
過
去
の
作
品
は
硬
直
し
た
前
時
代
の
遺
物
で

は
な
く
、
そ
の
タ
ブ
ロ
ー
に
向
か
い
眺
め
る
人
の
う
ち
に
生
起
す
る
経
験
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
絵
画
と
は
こ
の
経
験
を
刷
新
す
る
も
の
と

な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
過
去
の
作
品
に
感
動
で
き
る
以
上
、
時
代
が
変

わ
れ
ば
人
間
の
知
覚
が
す
ぐ
刷
新
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ピ
カ
ソ

も
ま
た
過
去
の
画
家
を
等
閑
視
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
画
家
の
作
品

に
積
極
的
に
自
身
の
力
で
「
始
末
」
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。

ピ
カ
ソ
は
〈
剽
窃
〉
の
画
家
だ
と
当
初
か
ら
い
わ
れ
た
画
家
だ
が
、
高
階

秀（
１３
）爾は
ピ
カ
ソ
は
「
作
品
を
創
る
際
、
ま
っ
た
く
構
図
を
無
視
す
る
か
、
さ

も
な
け
れ
ば
他
人
の
作
品
の
構
図
を
そ
の
ま
ま
平
気
で
利
用
す
る
。
多
く
の

「
剽
窃
」
作
品
が
生
ま
れ
て
来
る
所
以
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。
他
章
で

ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
に
言
及
し
本
章
で
ピ
カ
ソ
に
関
す
る
研
究
書
へ
の
言
及
が
あ

る
以
上
、
小
林
が
ピ
カ
ソ
の
〈
剽
窃
〉・
構
図
の
借
用
の
側
面
を
知
ら
な
か
っ

た
は
ず
は
な（

１４
）い。
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
関
わ
り
の
深
い
セ
ザ
ン
ヌ
と
の
比
較
を
繰
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り
返
し
行
っ
て
い
る
の
に
比
べ
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
問
題
は
明
確

に
ピ
カ
ソ
の
〈
剽
窃
〉
の
側
面
を
述
べ
て
い
る
。

ド
ガ
の
洗
濯
女
は
素
朴
な
絵
で
あ
り
、
ピ
カ
ソ
の
洗
濯
女
は
感
傷
的
な

絵
で
あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
８
）

ド
ガ
の
「
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
女
た
ち
」（
一
八
八
四
―
一
八
八
六
）
に

描
か
れ
た
二
人
の
女
の
う
ち
、右
奥
に
描
か
れ
た
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
女
を
、

ピ
カ
ソ
は
「
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
女
」（
一
九
〇
四
）
と
し
て
〈
剽
窃
〉
し

描
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
小
林
は
こ
れ
を
言
外
に
踏
ま
え
一
気
に
ピ

カ
ソ
の
資
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
近
代
画
家
に
と
っ
て
過
去
の
作
品
が
歴
史

的
な
視
野
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
ど
う
自
己
表
現
を
も
た
ら
す

か
を
問
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
ピ
カ
ソ
の
過
去
の
作
品
と
の
関
わ
り
の
辣
腕
さ

は
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
前
掲
の
高
階
は
「
ピ
カ
ソ
の
多
様
な
「
剽

窃
」
作
品
目
録
の
中
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
作
例
が
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
」
こ
と

は
、「
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
ピ
カ
ソ
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
意
味
の
重
要
性
と
特

殊
性
と
を
、
裏
側
か
ら
証
拠
立
て
」
て
い
る
と
し
、「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
時
代

と
は
、「
構
成
に
弱
い
」
芸
術
家
で
あ
る
ピ
カ
ソ
が
、
構
成
的
主
題
と
真
正

面
か
ら
取
り
組
ん
だ
時
期
で
あ
り
、
社
会
的
関
心
の
強
い
彼
が
、
も
っ
ぱ
ら

造
形
的
探
求
に
す
べ
て
を
捧
げ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
し
て
バ
ロ
ッ
ク
的
情
熱

を
本
性
と
す
る
彼
が
、
古
典
主
義
的
理
性
の
支
配
に
身
を
委
ね
た
時
期
」
で

あ
っ
た
と
論
じ
る
。
過
去
の
絵
画
作
品
か
ら
構
成
を
〈
剽
窃
〉
し
自
分
の
絵

画
と
し
て
い
た
ピ
カ
ソ
が
、
絵
画
の
含
意
に
構
成
的
主
題
を
自
分
の
も
の
と

し
て
鍛
え
る
こ
と
で
、
新
し
い
絵
画
を
切
り
拓
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
ピ
カ
ソ
は
ブ
ラ
ッ
ク
と
と
も
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
旗
手
と
し
て
認

知
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
ア
ン
グ
ル
等
を
手
本
と
し
た
新
古
典
主
義
へ
と
移
行

し（
１５
）た。
留
意
し
た
い
の
は
、
写
真
の
登
場
に
伴
い
訪
れ
た
一
九
一
〇
年
代
の

「
機
械
化
時
代
」
に
見
做
さ
れ
た
、
視
覚
の
自
動
化
に
対
す
る
拒
絶
が
動
機

の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
写
真
と
い
う
遠
近
法
的
に
統
一
さ
れ

切
り
取
ら
れ
た
対
象
は
、
眺
め
る
者
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
点
で
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
ピ
カ
ソ
は

キ
ュ
ビ
ス
ム
絵
画
が
抽
象
絵
画
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
た
が
、

そ
こ
で
強
調
し
た
の
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
は
客
観
的
視
点
を
有
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
Ｅ
・
ク
ラ
ウ（

１６
）スは
、
ピ
カ
ソ
が
こ
う
し
た
キ
ュ

ビ
ス
ム
が
機
械
論
へ
と
延
長
解
釈
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
て
い

た
と
述
べ
、
没
個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
様
式
的
と
は
言
い
難
い
線
を
描
い
た

ピ
カ
ソ
の
新
古
典
主
義
は
、
模
倣
と
い
う
外
部
の
昇
華
に
お
い
て
「
指
紋
」

の
よ
う
に
残
る
画
家
の
固
有
性
を
学
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

マ
ネ
を
は
じ
め
近
代
の
画
家
が
過
去
の
画
家
達
を
ど
う
昇
華
し
自
己
表
現

し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
、
ピ
カ
ソ
に
お
い
て
構
成
的
主
題
を
ど
う
獲
得

し
、
固
有
性
と
客
観
性
を
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま

た
、
表
現
は
あ
る
種
常
に
再
構
成
と
い
う
経
験
で
あ
れ
ば
、
多
相
的
な
同
時

代
嫌
悪
と
と
も
に
、
客
観
化
し
た
自
己
享
受
が
成
立
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
小
林
が
問
題
化
し
た
こ
と
は
、
二
十
世
紀
美
術

の
問
う
た
極
度
に
相
対
化
さ
れ
た
認
識
に
つ
い
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
と
い

う
様
式
の
豊
穣
さ
と
危
険
﹇
ヴ
ァ
レ
リ
ー
前
掲
書
﹈
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と

だ
っ
た
。
田
中
英（

１７
）道は
、
ピ
カ
ソ
の
絵
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
を
今
は

ほ
と
ん
ど
聞
か
な
い
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
見
慣
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
ば
か
り

で
な
く
、「
人
間
像
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
善
意
の
も
と
に
包
み
な
お
そ
う
と
す
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る
ピ
カ
ソ
一
流
の
「
明
る
さ
」
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。」

と
述
べ
る
。
た
し
か
に
、
過
去
の
美
術
的
教
訓
や
画
家
が
構
成
し
た
意
図
へ

の
理
解
は
な
く
と
も
絵
画
を
受
け
取
る
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ピ
カ
ソ
の
絵
画
を
「
わ
か
っ
た
」
と
思
え
る
時
代
に
現
在
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
こ
に
ピ
カ
ソ
一
流
の
「
明
る
さ
」
を
感
じ
と
り
そ
れ
で
納
得
す
る
、

と
す
る
見
方
は
ピ
カ
ソ
の
様
式
に
眼
が
な
れ
た
こ
と
の
同
語
反
復
に
す
ぎ
な

い
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
感
覚
が
普
遍
的
に
な
る
と

い
う
問
題
が
あ
る
。「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て
問
題
は
、
わ
か
る
、
わ
か
ら
な

い
の
困
難
の
源
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

今
は
、
も
う
感
動
は
な
い
。
だ
か
ら
、
感
想
が
湧
く
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈

感
動
に
は
言
葉
は
な
い
し
、そ
れ
は
消
え
て
了
っ
て
二
度
と
還
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
苦
し
い
意
識
だ
け
が
生
き
長
ら
え
る
。
頼
り
に
し

て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
識
だ
け
だ
。
だ
か
ら
、
私
に
は
、
こ
れ
が

い
つ
も
不
思
議
な
の
で
あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１
）

「
ピ
カ
ソ
」
が
ク
ル
ー
ゾ
ー
の
映
画
の
話
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
み
た
が
、
そ
れ
は
「
感
動
」
の
後
に
言
葉
が
生
成
す
る
過
程
を
布
石

す
る
た
め
で
あ
る
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
援
用
で
述
べ
ら
れ
た
世
界
と
い
う
不

安
定
な
場
に
曝
さ
れ
た
の
ち
、
そ
こ
で
襲
わ
れ
た
感
動
を
抽
象
化
し
客
観
化

パ
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
を
小
林
自
身
が
演
じ
て
み
せ
て
い
る
の
だ
。
フ
ー
コ
ー
が
言
葉
は

可
視
的
な
も
の
に
還
元
し
え
な（

１８
）いと
論
じ
た
よ
う
に
、
知
覚
し
認
識
し
た
も

の
が
そ
っ
く
り
写
し
と
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
表
現
と
は
組
織
原
理
の
も
と

制
御
さ
れ
た
形
に
整
え
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
小
林
が
演
じ
て
み
せ
た
感
動

か
ら
言
葉
が
う
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
過
程
を
な
ぞ
り
再
構
成
し
た
も

の
だ
と
い
え
る
。

ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
学
問
を
継
承
し
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー（

１９
）ドは
、
ピ
カ
ソ

を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
直
観
的
な
理
解
様
式
と
、
合
理
的
な
理
解
様
式
と

の
間
に
は
区
別
が
あ
る
」
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ピ
カ
ソ
に

「
す
べ
て
の
伝
統
と
の
突
然
の
断
絶
」
を
み
て
「
彼
は
、
観
察
を
直
観
に
、

分
析
を
総
合
に
、
現
実
を
超
現
実
に
お
き
か
え
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
、

ユ
ン
グ
に
よ
っ
て
公
式
化
さ
れ
た
ご
と
き
集
合
的
無
意
識
の
仮
説
を
受
け
容

れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ピ
カ
ソ
の
よ
う
な
芸
術
家
が
、
集
団
的
無
意

識
の
特
徴
的
な
内
容
で
あ
る
あ
れ
ら
の
原
型
的
心
像
を
啓
示
し
う
る
と
い
う

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
と
論
じ
た
。
ピ
カ
ソ
と
い
う
特
異

な
才
能
に
よ
っ
て
現
代
が
観
察
さ
れ
再
構
成
さ
れ
独
立
し
た
様
式
を
つ
く
り

だ
す
と
き
、
そ
の
抽
象
化
に
は
現
代
に
通
底
す
る
集
合
的
無
意
識
と
い
う
不

安
が
透
け
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
感
情
移
入
と
抽
象
化
の
背
理
へ
の
言
及
が
発
展
し
た
形
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ユ
ン
グ
は
フ
ロ
イ
ト
の
あ
と
に
登
場
し
、

そ
の
精
神
分
析
学
を
確
立
し
た
が
、
ピ
カ
ソ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
小

林
は
、
こ
の
精
神
分
析
学
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い（

２０
）た。

様
式
の
行
方
不
明
が
二
十
世
紀
に
至
っ
て
極
ま
っ
た
と
ウ
ェ
イ
ド
レ

の
考
え
る
と
こ
ろ
を
裏
側
か
ら
見
て
、
ユ
ン
グ
の
様
な
心
理
学
者
は
、

現
代
の
意
識
が
、
十
九
世
紀
の
意
識
と
決
定
的
に
異
る
と
こ
ろ
は
、
心

理
学
へ
の
関
心
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
様
式
喪
失
の
時
代
が
心
理

獲
得
の
時
代
と
解
さ
れ
る
。﹇
…
﹈
フ
ロ
イ
ト
が
「
夢
判
断
」
の
冒
頭

に
か
か
げ
た
「
天
上
の
神
々
を
動
か
し
得
ず
ば
、
冥
界
を
動
か
さ
ん
」

と
い
う
文
句
は
、
ユ
ン
グ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
現
代
開
幕
の
合
図
の
如
き
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も
の
で
あ
る
。
意
識
界
の
様
々
な
偶
像
や
諸
価
値
が
崩
壊
し
、
そ
の
胡

散
臭
い
内
部
背
景
が
暴
か
れ
る
。
前
に
触
れ
た
、
彼
の
「
ピ
カ
ソ
論
」

も
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
書
か
れ
た
。
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ー
ビ
ス
ム
の
発

明
は
、
確
か
に
、
二
十
世
紀
絵
画
開
幕
の
合
図
で
あ
ろ
う
。﹇
…
だ
が
、

…
「
内
部
に
あ
る
も
の
が
明
か
し
た
か
っ
た
の
だ
」
と
言
い
乍
ら
、﹈

ピ
カ
ソ
が
実
際
に
行
っ
た
と
こ
ろ
は
、
寧
ろ
内
部
か
ら
の
決
定
的
な
脱

走
だ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
い
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
が
育
成
し
て
来
た

「
内
部
に
あ
る
も
の
」
は
、
次
第
に
肥
大
し
て
、
意
識
と
無
意
識
と
の

対
立
と
な
っ
た
。
ピ
カ
ソ
は
、
そ
う
い
う
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
が
、

﹇
…
﹈
意
識
と
無
意
識
と
が
問
答
す
る
様
な
暇
は
な
い
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１５
）

「
ピ
カ
ソ
」
の
ほ
ぼ
末
尾
に
あ
た
る
が
、
近
代
と
現
代
を
め
ぐ
る
問
題
が

収
斂
さ
れ
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
精
神
分
析
学
や
心
理
学
に
お
け
る
意
識

と
無
意
識
へ
の
偏
重
は
、
小
林
に
と
っ
て
「
胡
散
臭
い
内
部
背
景
」
の
摘
出

と
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
み
え
て
い
る
も
の
を
対
象
と
し
て
と

ら
え
タ
ブ
ロ
ー
に
形
象
化
す
る
実
作
を
通
し
て
、
自
己
を
追
認
識
し
た
ピ
カ

ソ
の
方
法
を
現
代
に
お
け
る
一
級
の
芸
術
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
リ
ー
ド
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ピ
カ
ソ
と
い
う
現
代
画
家
は

伝
統
と
断
絶
し
た
上
で
表
現
し
て
お
り
、
現
代
の
集
団
的
無
意
識
下
を
代
弁

す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
ピ
カ
ソ
の
絵
画
は
「
様
式
の
喪
失
」
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
集
団
的
無
意
識
を
唱
え
た
一
人
で
あ
る
ユ
ン
グ
が
い

う
よ
う
に
、
現
代
は
心
理
獲
得
の
時
代
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
興
味
は
現
代
に

お
け
る
「
様
式
の
喪
失
」
と
い
う
不
安
を
背
景
を
も
つ
。
小
林
は
、
ピ
カ
ソ

が
資
質
と
し
て
、
再
構
成
に
自
己
享
受
を
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
抽
象
化

し
た
表
現
を
通
し
て
追
認
識
す
る
方
法
を
重
視
し
て
い
る
。
形
象
を
考
察
し

て
も
、
含
意
や
価
値
が
崩
壊
し
て
い
る
時
に
は
、
な
ん
ら
個
人
の
生
命
表
現

と
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
視
点
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
問
題
は
、

破
壊
さ
れ
て
い
く
な
か
に
構
成
を
み
る
と
い
う
有
機
性
で
あ
り
、
芸
術
が
本

来
も
っ
て
い
た
、
み
る
こ
と
が
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
快
楽
の
復
権
で
あ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

４
�
表
現
と
予
知
に
供
さ
れ
る
場
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

―
―
絵
画
・
科
学
・
言
語

小
林
が
ピ
カ
ソ
に
み
た
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
終
局
」
が
、
最
後
に
は

「
様
式
の
喪
失
」
と
い
う
現
代
の
問
題
と
し
て
批
判
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て

心
理
学
が
発
達
し
た
こ
と
に
病
理
を
み
て
い
た
。
小
林
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

「
様
式
と
は
、
そ
の
根
底
を
人
々
の
無
意
識
の
裡
に
置
く
、
人
々
の
共
同
の

魂
の
現
れ
」
で
あ
り
、
芸
術
家
に
は
「
初
め
て
真
に
自
由
に
創
造
す
る
」
た

め
に
必
要
な
背
景
で
あ
り
、「
様
式
と
は
彼
等
の
個
性
的
な
活
動
の
集
約
的

な
言
わ
ば
予
定
運
命
」（「
ピ
カ
ソ
」
１５
）
で
あ
る
。

原
章（

２１
）二は
、現
代
は
「
各
自
が
「
自
我
の
奥
底
を
覗
き
込
」
め
ば
見
え
る
、

と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
最
早
な
い
」「
い
ま
や
感
情
移
入
の
原
理
が
吹
き

飛
び
、
小
林
の
い
う
生
命＝

自
我
、
人
間＝

自
我
は
、
酷
薄
無
残
に
解
体
さ

ア
タ
ン
シ
オ
ン

サ
ン
サ

れ
て
い
る
」「
こ
う
な
る
と
、
ピ
カ
ソ
の
「
注
意
力
」
と
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
感

シ
オ
ン
覚
」
の
違
い
、
両
者
の
個
性
の
違
い
、
言
い
方
の
違
い
を
あ
れ
こ
れ
解
説
さ

れ
て
も
、
今
日
の
読
者
は
も
う
ど
う
で
も
よ
く
な
る
。﹇
…
﹈
ピ
カ
ソ
や
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
画
に
つ
い
て
の
小
林
の
精
細
な
観
念
用
語
が
、
か
え
っ
て
ピ
カ

ソ
の
作
品
の
現
実
か
ら
読
者
の
目
を
遠
ざ
け
る
。」
と
、
そ
の
批
評
の
一
種
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の
限
界
を
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
原
の
論
ず
る
点
に
は
多
く
首
肯
す
る

の
だ
が
、「
様
式
が
喪
失
」
し
た
現
代
に
お
い
て
、
ピ
カ
ソ
の
作
品
に
は
ピ

カ
ソ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し

て
措
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
近
代
画
家
の
終
局

で
あ
り
現
代
画
家
で
あ
る
こ
と
の
所
以
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
問
題
は
ピ
カ
ソ
が
抽
象
化
の
過
程
で
様
式
を
創
り
出
さ
ず
に
、
作

品
を
否
定
し
、
破
壊
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
に
お
い
て
絵

画
に
限
ら
ず
表
象
一
般
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
知
覚
し
認
識
し
た
も
の
を
発
言
す
る
と
き
、
発
声
と
い
う
原

理
が
ま
ず
あ
り
、そ
の
う
え
で
音
を
組
み
合
わ
せ
た
単
語
が
生
成
さ
れ
る
が
、

こ
の
単
語
は
語
彙
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
、
そ
の
語
は
文
法
に
よ
っ
て
制
御
さ

れ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
境
界
を
も
ち
レ
ベ
ル
分
け
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
ら
の
高
位
と
下
位
に
互
換
性
は
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ニ（

２２
）ーは

こ
の
下
位
か
ら
高
位
へ
の
論
理
的
構
造
に
「
創
発
」
を
み
た
が
、
科
学
的
真

理
の
認
知
と
結
び
つ
け
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
る
。

ど
う
や
ら
、
あ
る
発
言
が
真
実
だ
と
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言

葉
と
し
て
口
に
で
き
る
以
上
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
ら
し
い
。
し
か

も
そ
の
認
識
に
よ
る
発
見
が
問
題
を
解
決
し
た
な
ら
、
そ
の
発
見
そ
れ

自
身
も
ま
た
範
囲
の
定
か
な
ら
ぬ
予
知
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
。﹇
…
﹈
／
こ
う
し
た
知
ら
れ
ざ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
明

示
的
な
認
識
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
、
科
学
的
真
理
を
明
示
的
に
正
当

化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
問
題
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
問
題
が
そ
れ
自
身
の

背
後
に
潜
ん
で
い
る
何
か
を
指
し
示
し
て
い
る
の
を
感
じ
取
る
こ
と
も

で
き
る
。﹇
…
﹈
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
そ
れ
に
加
え
て
も
っ
と
重
要

リ
ア
リ
テ
イ

な
も
の
、
問
題
が
徴
候
と
し
て
示
し
て
い
る
あ
る
実
在
へ
の
手
掛
り
と

し
て
、
問
題
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
。

ポ
ラ
ニ
ー
が
い
う
認
識
と
は
、
予
知
を
伴
う
も
の
で
あ
り
科
学
的
真
理
に

も
そ
れ
は
あ
て
は
ま
る
。
人
が
問
題
を
認
識
す
る
と
は
、
実
在
へ
の
手
掛
り

を
徴
候
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
理
解
は
、
科
学
的
真
理
も

言
語
表
現
と
同
じ
過
程
を
遂
行
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。「
ピ
カ
ソ
」
で
は
、
こ
の
認
識
と
実
在
の
関
係
を
、
詩
、
絵
画
、
科
学

を
貫
く
近
代
の
合
理
主
義
的
価
値
感
に
よ
っ
て
、
本
来
の
高
度
な
抽
象
化
を

要
す
る
精
神
生
活
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

仮
説
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
科
学
も
、
従
っ
て
科
学
的
世
界
観
も

成
立
た
な
い
、﹇
…
﹈
科
学
者
に
は
偶
然
と
い
う
も
の
が
な
い
。
と
言

う
よ
り
、
言
わ
ば
、
偶
然
の
影
、
偶
然
と
い
う
言
葉
し
か
な
い
。
偶
然

と
は
、
確
率
計
算
の
条
件
で
あ
り
、
事
後
に
な
っ
て
判
明
し
た
因
果
関

係
で
あ
り
、
将
来
に
そ
の
解
答
を
保
留
す
る
問
題
で
あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１１
）

こ
こ
で
の
「
仮
説
」
は
ポ
ラ
ニ
ー
の
「
予
知
」
に
、「
保
留
す
る
問
題
」

は
「
実
在
の
手
掛
り
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
絵
画
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
ら
は

フ
ォ
ル
ム
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
粒
子
で
あ
ろ
う
が
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
の
粒
子
で
あ
ろ

う
が
、
世
界
を
若
干
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
基
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
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え
方
は
、
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
真
実
性
は
疑
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
一
方
、
世
界
は
、
星
雲
の
形
か
ら
微
生
物
の
形
に
至
る

ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
統
一
あ
る
形
と
し
て
現
れ
る
事
を
止
め
や
し

な
い
。
芸
術
だ
け
が
、
フ
ォ
ル
ム
で
は
な
い
。
自
然
も
亦
フ
ォ
ル
ム
で

あ
る
。

（「
ピ
カ
ソ
」
１２
）

科
学
が
表
出
す
る
世
界
は
新
し
い
世
界
の
見
方
を
示
す
が
、
そ
れ
は
科
学

者
の
操
作
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
部
と
し
て
存
在
す
る

自
然
を
粒
子
と
し
て
解
体
し
秩
序
立
て
る
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
自
然
も
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
あ
る
独
立
し
た
組
織
立
て
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
を
援
用
し
た
抽
象
衝
動

の
論
理
が
、
近
代
科
学
に
も
援
用
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
が
み
て
と
れ
る
。

科
学
的
世
界
が
予
見
に
よ
っ
て
成
立
し
、
将
来
は
保
留
さ
れ
た
問
題
が
そ

の
予
見
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と

は
、
フ
ォ
ル
ム
の
表
象
の
一
種
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
化
・
客
観
化
す
る

ア
タ
ン
シ
オ
ン

本
来
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、前
述
の
ピ
カ
ソ
の
「
注
意
力
」

は
こ
の
科
学
的
態
度
と
同
列
に
付
置
さ
れ
て
い
る
。「
理
性
的
意
識
を
安
心

さ
せ
る
無
意
識
解
明
の
言
葉
の
発
明
は
、
無
意
識
の
力
を
回
避
し
、
抑
圧
す

る
様
に
働
き
は
し
な
い
か
。」（「
ピ
カ
ソ
」
８
）
と
、
現
代
に
お
け
る
言
葉

の
発
明
が
「
創
発
」
と
は
無
縁
の
ま
ま
流
通
さ
れ
て
い
る
側
面
を
、
ピ
カ
ソ

の
い
っ
た
「
非
形
象
芸
術
」
に
移
し
て
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ

る
。言

語
は
偶
然
と
っ
た
そ
の
形
象
に
受
容
の
場
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
有
機

的
に
働
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
受
容
に
は
人
間
の
「
予
知
」
と
い
う
能
力
が

賭
け
ら
れ
て
い
る
。「
わ
か
る
」
と
い
う
行
為
が
自
己
享
受
に
も
な
る
の
は
、

そ
の
曖
昧
さ
に
飛
び
込
む
こ
と
も
包
含
し
て
い
る
時
だ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。
現
代
の
科
学
や
心
理
学
へ
の
偏
重
は
こ
の
有
機
的
側
面
を
多
分
に
排

除
し
て
い
っ
た
。「
近
頃
の
絵
は
解
ら
な
い
」（「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」）
と
い
う

の
が
「
一
番
よ
く
な
い
。」（「
座
談
会
」）
と
い
う
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
問

題
視
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
ピ
カ
ソ
」
で
は
生
命
と
自
己

享
受
と
い
っ
た
関
係
の
崩
壊
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
様
式
の
喪
失
し
た
現
代

の
問
題
と
し
て
、
表
象
と
受
容
に
供
さ
れ
た
場
に
お
い
て
結
ば
れ
る
関
係
の

多
相
性
を
論
じ
て
い
る
点
で
、
重
要
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

５
�
ま
と
め
―
―
現
代
嫌
悪
の
現
代
性

『
近
代
絵
画
』
の
冒
頭
か
ら
呼
び
出
さ
れ
終
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た

「
ピ
カ
ソ
」
は
、
自
然
と
い
う
外
界
に
た
い
し
て
人
間
が
親
和
性
を
も
た
な

い
現
代
の
問
題
を
露
出
さ
せ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
評
論
さ
れ
た
近

代
美
術
は
彼
の
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
成
る
も
の
で
、
彼
ら
が
興
し
た
印
象
派

は
絵
画
に
お
い
て
革
新
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
絵
画
と
い

う
硬
直
し
た
権
威
に
対
す
る
「
反
逆
」
で
あ
り
、
後
に
そ
れ
は
進
歩
史
観
へ

の
実
作
か
ら
の
違
和
感
と
し
て
、
同
時
代
に
お
け
る
「
余
計
者
」
の
地
位
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
絵
画
と
は
タ
ブ
ロ
ー
に
表
現
さ
れ
た
画
家
の
世
界

の
再
構
成
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
絵
画
と
画
家
と
の
関
係
に
は
技
術
の

巧
拙
は
あ
れ
通
時
的
な
優
劣
は
な
い
。
近
代
に
お
い
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム

の
影
響
の
も
と
、
画
家
た
ち
は
そ
こ
に
自
己
表
現
を
賭
し
た
。
こ
こ
に
至
っ

て
、「
個
性
」
が
問
題
と
な
っ
た
の
だ
が
、
芸
術
表
象
に
お
い
て
自
己
を
表

現
す
る
と
は
外
界
に
対
し
て
の
抽
象
力
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
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な
っ
て
き
た
。
こ
の
抽
象
力
が
技
術
力
の
差
に
あ
る
と
進
歩
史
的
に
と
ら
え

る
と
、
自
然
と
人
間
と
の
抽
象
を
め
ぐ
る
衝
動
を
と
ら
え
損
な
う
こ
と
に
な

る
。
詳
細
で
レ
ア
リ
ス
ム
な
描
写
だ
け
が
優
れ
た
観
察
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
変
形
し
・
歪
曲
化
し
・
定
形
を
創
り
出
す
抽
象
化
に
も
外
界
へ
の
観
察

が
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
抽
象
は
、
現
代
に
い
た
っ
て
観
察

者
で
あ
る
画
家
の
固
有
性
を
保
証
し
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
、

小
林
は
自
分
の
観
察
と
い
う
肉
体
性
を
信
仰
し
た
画
家
で
あ
っ
た
ピ
カ
ソ
を

と
り
あ
げ
る
。映
画
を
通
し
て
ピ
カ
ソ
の
視
線
を
追
体
験
し
て
「
感
動
」
し
、

表
現
が
湧
き
出
る
場
面
を
読
者
に
描
き
だ
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
画
家
に

と
っ
て
描
く
と
は
過
去
の
感
覚
を
刷
新
し
、
体
験
を
新
た
に
構
成
し
て
提
出

す
る
こ
と
だ
が
、
体
験
を
供
出
す
る
様
式
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が

現
代
を
論
じ
る
。
極
度
に
相
対
化
し
た
現
代
で
は
、
内
面
の
充
実
や
「
個
性
」

は
問
題
と
な
ら
な
い
。『
近
代
絵
画
』
は
最
終
章
「
ピ
カ
ソ
」
に
お
い
て
内

面
を
放
棄
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
内
面
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
多
相
的
な
同

時
代
へ
の
了
解
方
法
は
喪
失
し
、
有
機
性
を
失
い
、
不
安
す
ら
自
己
分
裂
的

に
了
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
ピ
カ
ソ
の
絵
画
が
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
不
安

に
対
し
て
数
限
り
な
く
向
か
っ
た
経
過
で
あ
る
。「
模
倣
者
は
呪
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。」
と
『
近
代
絵
画
』
は
呪
詛
に
も
に
た
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て

い
る
。
美
術
や
科
学
、
言
語
と
い
っ
た
抽
象
化
を
通
し
た
時
、
多
相
的
な
世

界
は
思
い
も
よ
ら
な
い
様
相
を
露
出
し
実
在
を
得
る
。
み
る
快
楽
が
え
ら
れ

る
の
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
内
面
の
放
棄
と
固

有
性
の
問
題
は
、
こ
の
後
、
言
語
に
焦
点
化
し
小
林
が
論
じ
て
ゆ
く
。
様
式

と
い
う
問
題
が
そ
こ
で
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
く
の
か
、
今
後
の
課
題
と
な

る
問
題
で
あ
る
。

※
本
文
は
『
小
林
秀
雄
全
作
品
２２

近
代
絵
画
』（
平
成
十
六
年
七
月
、
新

潮
社
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
適
宜
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

注

（
１
）
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
三
月
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
の
連
載

は
、「
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
一

月
か
ら
「
藝
術
新
潮
」
に
掲
載
誌
を
う
つ
し
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九

五
八
）
二
月
ま
で
続
い
た
。
な
お
、「
ピ
カ
ソ
」
は
単
行
本
収
録
時
に

は
全
体
で
限
ら
れ
た
点
数
の
絵
画
し
か
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
連
載

紙
上
に
は
毎
回
数
点
の
絵
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
そ
も
そ
も
、パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
は
「
青
の
時
代
」、「
ば
ら
色
の
時
代
」、

キ
ュ
ビ
ス
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
新
古
典
主
義
と
め
ま
ぐ
る
し
く

画
風
を
変
え
た
画
家
で
あ
る
が
、
小
林
は
上
野
松
坂
屋
で
文
藝
春
秋
主

催
の
「
ピ
カ
ソ
陶
器
・
石
版
展
」
に
よ
せ
た
「
ピ
カ
ソ
の
陶
器
」（
昭

和
二
十
六
年
三
月
、「
朝
日
新
聞
」）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て
お

り
、
そ
の
中
で
す
で
に
ピ
カ
ソ
の
破
壊
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「
逆
に
考
へ
れ
ば
、
こ
れ
は
落
書
き
を
知
ら
ぬ
現
代
画
家
の
弱
点
を
進

ん
で
一
人
で
背
負
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
様
な
運
命
で
、
確
固
た
る
目
的
と

し
て
の
作
品
と
い
ふ
も
の
が
信
じ
ら
れ
ず
、
作
品
が
常
に
何
か
の
手
段

と
な
り
、
し
か
も
そ
の
何
か
は
当
人
も
は
つ
き
り
名
付
け
難
い
も
の

だ
。」

（
３
）
中
島
康
久
「
タ
ブ
ロ
ー
と
実
存
―
―
『
近
代
絵
画
』
に
お
け
る
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
―
―
」
一
九
九
六
・
三
、「
天
理
大
学
学
報
」。

（
４
）
鈴
木
美
穂
「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
論
―
―
〈
ピ
カ
ソ
〉
の
成
立

を
め
ぐ
る
資
料
―
」、
二
〇
一
〇
・
三
、「
日
本
女
子
大
学
紀
要

文
学
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部
」。

（
５
）
鈴
木
美
穂
「
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
―
―
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ヴ
ァ

レ
リ
ー
と
〈
近
代
〉
―
―
」
二
〇
一
三
・
二
、「
国
文
目
白
」。

（
６
）
映
画
「
ピ
カ
ソ
・
天
才
の
秘
密
」
対
談：

小
林
秀
雄
・
吉
川
逸
治
、

一
九
五
六
・
九
、「
藝
術
新
潮
」。

吉
川

昔
の
キ
チ
ッ
と
し
た
絵
を
徹
底
的
に
た
た
き
こ
わ
し
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
そ
の
ア
ク
ト
も
、
よ
く
出
て
い
ま
す
ね
。

小
林

出
て
い
る
ね
。
以
前
は
い
ろ
い
ろ
な
理
屈
が
あ
っ
た
ね
、
立
体

派
と
か
何
と
か
。
で
も
も
う
そ
ん
な
時
代
じ
ゃ
な
い
。
ピ
カ
ソ
と
い
う

人
の
創
っ
た
感
覚
は
も
う
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ね
。

﹇
…
﹈

小
林

と
に
か
く
全
然
反
文
明
的
だ
よ
。
よ
ほ
ど
現
代
と
い
う
や
つ
が

嫌
い
な
ん
だ
ね
。
そ
れ
が
最
大
の
モ
ー
チ
フ
だ
ね
、
あ
の
人
の
。

吉
川

だ
か
ら
近
代
芸
術
家
と
し
て
、
一
つ
の
近
代
生
活
の
造
形
的
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
り
出
そ
う
と
い
う
テ
ン
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
る
側
か

ら
い
う
と
、
ピ
カ
ソ
は
お
手
本
に
な
ら
な
い
。
モ
ン
ド
リ
ア
ン
と
か
、

レ
ジ
エ
と
か
、
そ
う
い
う
場
合
は
手
本
に
な
る
ん
で
す
。

﹇
…
﹈

小
林

ま
あ
ピ
カ
ソ
は
わ
か
ら
な
い
な
ど
と
い
う
の
が
一
番
よ
く
な
い

事
だ
。
と
い
う
事
を
、
あ
の
映
画
は
よ
く
示
し
て
く
れ
た
な
。

（
７
）
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
体
裁
で
、
淡
々
と
絵
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に

編
集
さ
れ
た
こ
の
映
画
は
、
冒
頭
に
監
督
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
も

つ
。﹇「
、」「
。」
引
用
者
﹈

「
ラ
ン
ボ
ー
が
詩
作
し
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
作
曲
す
る
時
彼
ら
の
思
考
が

い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
知
り
た
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
創
作
者
を
危
険

な
試
み
へ
と
導
く
知
ら
れ
ざ
る
回
路
で
あ
る
。
詩
や
音
楽
で
は
不
可
能

で
も
絵
画
に
お
い
て
は
そ
の
回
路
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
家
の
頭

の
中
の
働
き
は
筆
づ
か
い
に
現
れ
る
か
ら
だ
。
画
家
が
た
ど
る
奇
妙
な

冒
険
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
歩
く
綱
渡
り
だ
。
曲
線
を
描
け
ば
左
に

ゆ
れ
点
を
打
て
ば
右
に
傾
く
。
バ
ラ
ン
ス
を
失
え
ば
す
べ
て
が
崩
れ
、

カ
ン
バ
ス

失
わ
れ
る
。
画
家
は
白
い
画
布
の
闇
の
な
か
を
手
探
り
で
進
ん
で
い
く

の
で
あ
る
。
光
が
少
し
ず
つ
現
れ
る
。
逆
説
的
だ
が
、
画
家
は
闇
を
重

ね
光
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
天
才
的
な
画
家
の
内
面
に
あ
る
秘
密
が

公
衆
の
面
前
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
今
日
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
が
皆
さ

ん
に
そ
の
秘
密
を
お
見
せ
す
る
。」

（
８
）

マ
ル
ク
・
ル
・
ボ
ッ
ト
「
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
マ
キ
ア
」、
岩
崎
力
訳
、
一

九
八
四
・
一
〇
、『
ピ
カ
ソ
の
八
面
体
』
美
術
公
論
社
（num

éro
82

“PICA
SSO
”de
L’A
RC

）。

（
９
）
岡
田
隆
彦
（『
近
代
絵
画
』
一
九
八
四
・
八
、
一
冊
の
講
座
『
小
林

秀
雄
』、
有
精
堂
出
版
）
は
小
林
が
、
ピ
カ
ソ
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

に
深
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
「
あ
ら
ゆ
る

感
覚
の
合
理
的
な
乱
用
に
よ
っ
て
見
者
に
な
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚

の
解
放
に
よ
っ
て
ケ
チ
な
自
己
を
解
体
す
る
が
ま
ま
に
さ
せ
、
も
し
そ

の
ゆ
く
す
え
に
か
た
ち
を
成
す
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て

覚
醒
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
あ
え
て
表
現
行
為
者
に
必
要

な
注
意
力
を
強
調
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
覚
醒
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ

く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。」
と
批
判
す
る
が
、

論
中
引
用
し
た
よ
う
に
、
小
林
は
ピ
カ
ソ
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
に
言
及
し
て
お
り
、
む
し
ろ
重
要
な
の

は
そ
の
と
き
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
に
分
類
し
て
い
な
が
ら
そ
の
破
壊
性
を
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み
て
い
る
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
個
性
の
秘
密
」
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
問
題
こ
そ
、
岡
田
が
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
芸
術
家
の
態
度

に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。

（
１０
）
佐
藤
公
一
（「『
近
代
絵
画
』
の
〈
叛
逆
〉」
二
〇
〇
九
・
二
、『
小
林

秀
雄
の
超＝
近
代

セ
ザ
ン
ヌ
・
ゴ
ッ
ホ
・
ピ
カ
ソ
・
漱
石
』、
ア
ー

ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
）
は
マ
ネ
か
ら
始
ま
る
絵
画
史
に
お
け
る
「
感

覚
」
の
問
題
こ
そ
「「
科
学
」、「
教
養
」、「
政
治
」
と
い
っ
た
社
会
的

世
俗
的
諸
価
値
の
理
解
の
外
」
に
あ
る
「
超
越
的
存
在
」
で
あ
り
、
小

林
は
こ
れ
が
「
時
代
を
超
え
て
「
内
的
革
命
」、「
精
神
革
命
」
の
灯
を

継
承
す
る
と
い
う
大
業
を
果
た
す
、
文
学
芸
術
は
「
諸
王
の
王
」
で
あ

る
」
と
論
じ
た
が
、
そ
の
「
感
覚
」
が
「
社
会
的
世
俗
的
諸
価
値
の
理

解
の
外
」
に
あ
る
、
と
い
う
点
に
は
後
述
の
よ
う
に
留
意
す
べ
き
問
題

が
あ
る
。

（
１１
）
﹇
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
﹈
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
『
抽
象
と
感
情
移
入
―
―
東

洋
芸
術
と
西
洋
芸
術
―
―
』
草
薙
正
夫
訳
、
一
九
五
三
・
九
、
岩
波
文

庫
。
論
中
で
は
「
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
」
と
し
た
。

（
１２
）
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー「
マ
ネ
ー
の
勝
利
」吉
川
逸
治
訳
、一
九
八
三
・

二
、『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
１０

芸
術
論
集
』、筑
摩
書
房（“T

RIO
M
PH
E

D
E
M
A
N
ET
”pieccesurl’A

rt,1936

）。

（
１３
）
高
階
秀
爾
『
ピ
カ
ソ

剽
窃
の
論
理
』
一
九
九
五
・
一
、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
。

（
１４
）
ピ
カ
ソ
に
は
古
典
絵
画
を
模
倣
・
脱
構
築
し
た
一
群
の
作
品
が
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
の
「
ラ
ス
・

メ
ニ
ー
ナ
ス
」
の
模
倣
は
、
同
郷
ス
ペ
イ
ン
の
画
家
の
、
古
典
バ
ロ
ッ

ク
の
名
作
と
名
高
い
作
品
へ
の
挑
戦
と
し
て
ピ
カ
ソ
の
資
質
を
考
え
る

う
え
で
も
特
に
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

（
１５
）
一
九
二
〇
年
前
後
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
新
鮮
さ
は
う
す
れ
、
若
手
画
家

が
バ
ラ
ン
ス
と
調
和
の
と
れ
た
絵
画
を
再
び
志
向
し
て
い
た
風
潮
も

あ
っ
て
、
ピ
カ
ソ
の
古
典
主
義
へ
の
移
行
に
「
秩
序
の
回
復
」
を
み
る

な
ど
歓
迎
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義

と
の
反
動
と
同
じ
構
造
が
み
て
と
れ
る
。

（
１６
）
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
Ｅ
・
ク
ラ
ウ
ス
『
ピ
カ
ソ
論
』
松
岡
新
一
郎
訳
、
二

〇
〇
〇
・
五
、
青
土
社
。

「
他
の
芸
術
家
や
自
分
自
身
の
作
品
を
剽
窃
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
昇

華
の
手
段
と
な
っ
た
。
そ
し
て
画
家
が
あ
た
か
も
二
つ
の
異
な
る
様
式

―
―
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
古
典
主
義
―
―
の
母
胎
を
選
択
で
き
た
か
の
よ
う

に
振
る
舞
う
と
い
う
奇
妙
な
展
開
に
お
い
て
、
ピ
カ
ソ
と
そ
れ
ら
両
方

の
（「
両
方
の
」
傍
点
）
様
式
と
の
関
係
は
、
同
じ
く
ら
い
稀
薄
で
疑

わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
／
﹇
…
﹈
す
な
わ
ち
、
作
品
の
背
後
に
作
者

が
、
人
間
性
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
と
反
響
、
作
品
が
導
か
れ
る
と
こ
ろ
の

消
し
が
た
い
個
性
、「
指
紋
と
同
様
唯
一
の
も
の
で
あ
り
真
似
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
個
性
を
有
し
た
主
観
性
の
土
台
を
備
え
た
作
者
が
い

る
と
い
う
感
覚
を
模
倣
な
い
し
は
剽
窃
す
る
た
め
の
定
式
を
ピ
カ
ソ
が

編
み
出
す
の
は
こ
の
交
差
点
に
お
い
て
な
の
だ
。」

（
１７
）
田
中
英
道
「「
偶
像
崇
拝
」
の
遍
歴
―
―
『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
か
ら

『
本
居
宣
長
』
へ
」
一
九
八
一
・
五
、『
小
林
秀
雄
を
〈
読
む
〉』、
現

代
企
画
社
。

（
１８
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
―
―
人
文
科
学
の
考
古
学
』、

渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、
一
九
七
四
、
新
潮
社
。

「
つ
ま
り
、
自
分
の
見
る
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
も
空
し
い
し
、
自
分
の
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み
る
も
の
は
け
っ
し
て
自
分
の
語
る
も
の
の
な
か
に
宿
ら
な
い
し
、
譬

メ
タ
フ
オ
ー
ル

え
や
隠
喩
や
比
較
に
よ
っ
て
、
語
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
見
さ
せ
よ
う
と

し
て
も
無
駄
な
の
で
あ
る
。譬
え
や
隠
喩
や
比
較
が
光
を
放
つ
場
所
は
、

眼
の
展
開
す
る
場
所
で
は
な
く
、
統
辞
法
の
継
起
性
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。

（
１９
）
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
『
今
日
の
美
術
―
現
代
の
絵
画
、
彫
刻
に
関

す
る
理
論
へ
の
序
説
―
』
増
野
正
衛
・
多
田
稔
訳
、
一
九
七
三
・
四
、

新
潮
社
。
一
九
三
三
年
初
版
の
一
九
六
〇
年
改
訂
版
。

（
２０
）
若
宮
知
佐
「
破
壊
の
総
計
―
―
小
林
秀
雄
の
「
ピ
カ
ソ
」
―
―
」

（「
淵
叢
」
一
九
九
八
・
一
〇
）
に
お
い
て
、
ユ
ン
グ
の
「
ピ
カ
ソ
論
」

に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

〔
マ
マ
〕

（
２１
）
原
章
二
「
型
・
粋
・
仕
切
り
―
―
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
後
半
四

章
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
五
・
四
、「〔
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
〕
教

育
諸
学
研
究
」。

（
２２
）
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
『
暗
黙
知
の
次
元
』、
高
橋
勇
夫
訳
、
二

〇
〇
三
・
十
二
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。
論
中
で
は
「
ポ
ラ
ニ
ー
」
と
し

た
。

（
た
き
が
み
ゆ
う
こ

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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