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二
十
代
の
自
画
像

私
は
、
一
九
八
四
年
に
海
燕
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
て
作
家
と
な
っ
て
か
ら
、
早
い
も
の
で
今
年
で
三
十
年
に
な
る
。

主
に
私
小
説
を
書
い
て
き
た
。

い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
」
は
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
目
を
背
け
る
者
や
、
小
説
は
私
小
説
に
か
ぎ
る
と
い
っ
た

具
合
に
過
剰
に
思
い
入
れ
の
あ
る
者
な
ど
、
反
応
が
極
端
に
分
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
私
自
身
は
、
そ
う
し
た
文
学

的
な
議
論
は
別
に
し
て
、
端
的
に
文
章
に
よ
っ
て
自
画
像
を
描
く
試
み
だ
と
ず
っ
と
考
え
て
実
践
し
て
来
た
。

こ
れ
は
、
私
が
高
校
生
だ
っ
た
一
九
七
六
年
秋
に
、
オ
ラ
ン
ダ
国
立
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
美
術
館
所
蔵
の
ゴ
ッ
ホ
展
が

国
立
西
洋
美
術
館
で
開
か
れ
、
仙
台
か
ら
上
京
し
て
観
た
こ
と
が
、
芸
術
と
い
う
も
の
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大

き
な
き
っ
か
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ゴ
ッ
ホ
は
麦
畑
を
多
く
描
い
た
。
麦
畑
は
、
世
界
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
私
た
ち
に
も
親
し

く
馴
染
み
が
あ
る
風
景
だ（
残
念
な
が
ら
最
近
は
あ
ま
り
見
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
）。
そ
れ
ら
の
絵
か
ら
、
私

は
、
あ
り
ふ
れ
た
見
慣
れ
た
も
の
を
仔
細
に
観
察
し
て
描
く
こ
と
の
意
味
を
教
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
は
自
画
像
も
多
く
描
い
た
。
自
画
像
に
は
、
鏡
が
不
可
欠
で
あ
る
。
自
画
像
を
、
そ
れ
も
精
神
の
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錯
乱
に
よ
っ
て
耳
を
切
り
落
と
し
た
自
分
の
姿
を
も
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
は
、〈
モ
デ
ル
が
な
い
場
合
に
は
自
画
像
が
か
け

る
よ
う
に
と
、
わ
ざ
わ
ざ
い
い
鏡
を
買
っ
た
〉と
弟
の
テ
オ
宛
の
書
簡
に
書
き
記
し
て
い
る
。

自
画
像
と
は
鏡
に
映
っ
た
自
分
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
鏡
の
上
で

は
左
右
が
逆
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
ゴ
ッ
ホ
が
耳
を
切
り
落
と
し
た
後
の
自
画
像
を
見
て
み
る
と
、
画
面
の
左
側
、
つ

ま
り
人
物
の
右
耳
が
包
帯
で
被
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
切
断
さ
れ
た
の
は
左
耳
で
、
ゴ
ッ
ホ
は
鏡
に
映
っ
た
姿
を
そ

の
ま
ま
描
い
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

鏡
像
に
よ
っ
て
は
、
本
当
の
自
分
の
姿
、
正
像
と
い
う
も
の
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
画
像
と
い
う

も
の
は
、
自
分
を
描
く
こ
と
の
不
可
能
性
を
最
初
か
ら
孕
ん
で
い
る
、
そ
し
て
私
小
説
も
ま
た
、
と
い
う
考
察
へ
と
私

を
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ゴ
ッ
ホ
を
語
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、
主
に
弟
テ
オ
に
あ
て
た
膨
大
な
手
紙
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
展
と

相
前
後
し
て
、
小
林
秀
雄
の
『
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
を
読
ん
で
そ
の
存
在
を
知
り
、
ど
う
し
て
も
全
容
に
触
れ
た
い
と
思

っ
た
私
は
、
新
聞
配
達
の
給
料
を
つ
ぎ
込
ん
で
、
大
判
の
全
六
巻
か
ら
な
る
『
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
書
簡
全
集
』（
み
す
ず

書
房
）を
買
い
求
め
た
。

以
来
、
ど
ん
な
に
生
活
が
苦
し
い
と
き
で
も
こ
の
持
ち
重
り
の
す
る
本
だ
け
は
手
放
さ
ず
、
常
に
座
右
に
置
い
て
事

あ
る
ご
と
に
繙
い
て
き
た
。
そ
う
し
て
、
小
林
秀
雄
は
、
こ
れ
は
一
流
の
告
白
文
学
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
私
に
と
っ

て
は
、
過
激
な
私
小
説
と
も
読
め
る
、
と
い
う
認
識
が
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

書
簡
全
集
の
中
で
、
一
八
八
六
年
か
ら
八
八
年
ま
で
の
ゴ
ッ
ホ
の
パ
リ
在
住
時
代
の
書
簡
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
つ
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ま
り
、
文
通
相
手
の
弟
テ
オ
と
同
居
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
自
画
像
の
う
ち
の
八
点
を
、

昨
年
の
夏
に
私
が
住
む
仙
台
に
あ
る
宮
城
県
美
術
館
で
開
か
れ
た
「
ゴ
ッ
ホ
展

─
空
白
の
パ
リ
時
代
を
追
う
」
で
観

る
機
会
が
あ
っ
た
。

ゴ
ッ
ホ
は
、「
自
分
が
自
分
を
認
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
生
涯
格
闘
し
た
人
だ
が
、
一
八
八
七
年
制
作
の《
グ
レ
ー

の
フ
ェ
ル
ト
帽
の
自
画
像
》に
は
、
向
か
っ
て
左
の
目
の
瞳
の
中
に
、
絵
を
描
い
て
い
る
自
分
自
身
の
姿
ま
で
が
小
さ

く
描
き
込
ま
れ
て
い
て
、
驚
か
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、「
私
」
は
、
鏡
を
見
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
鏡
に
映
っ
た

瞳
の
奥
か
ら
こ
ち
ら
を
見
つ
め
て
い
る
の
か
。

同
じ
会
場
に
は
、
弟
テ
オ
の
肖
像
と
自
画
像
と
が
並
べ
て
展
示
し
て
あ
る
の
が
目
に
留
ま
っ
た
。
近
年
ま
で
は
ど
ち

ら
も
自
画
像
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
美
術
館
の
研
究
で
、
麦
わ
ら
帽
子
を
か
ぶ
っ
た

男
性
は
テ
オ
で
あ
る
、
と
の
結
論
が
出
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
絵
を
よ
く
見
る
と
、
洋
服
の
ボ
タ
ン
の
合
わ
せ
具
合
が
双
方
と
も
本
来
と
逆
の
左
前
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

鏡
に
映
っ
た
左
右
反
転
し
た
像
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
と
想
像
さ
れ
、
肖
像
画
を
描
く
の
に
な
ぜ
鏡
を
用
い
た
の
か
、
と

い
う
疑
問
が
湧
か
な
い
で
も
な
い
。
自
画
像
を
描
い
て
い
る
う
ち
に
、
鏡
の
中
の
自
分
の
顔
に
弟
の
顔
が
の
ぞ
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

自
画
像
で
の
服
の
合
わ
せ
具
合
に
つ
い
て
、
寺
田
寅
彦
も
『
寺
田
寅
彦
随
筆
集
第
一
巻
』（
岩
波
文
庫
）に
所
収
さ
れ
て

い
る
「
自
画
像
」
と
い
う
題
の
随
筆
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
油
絵
で
自
画
像
を
描
い
た
折
の
体
験
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
き
っ
か
け
を
、
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い
っ
た
い
自
分
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
従
来
肖
像
画
と
い
う
も
の
に
は
あ
ま
り
興
味
を
感
じ
な
い
し
、
こ
と
に
人

の
自
画
像
な
ど
に
は
一
種
の
原
因
不
明
な
反
感
の
よ
う
な
も
の
さ
え
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
つ
い
に
自
分
の
顔
で
も
か
い
て
み
る
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
記
し
て
い
る
心
の
う
ご
き
は
、
自
画
像
を
私
小
説
に
置
き
か
え
て
も
成
り
立
ち
そ
う
で
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
寅
彦
も
ま
た
、
左
右
が
反
転
す
る
鏡
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。

こ
の
始
め
て
の
自
画
像
を
描
く
時
に
気
の
つ
い
た
の
は
、
鏡
の
中
に
あ
る
顔
が
自
分
の
顔
と
は
左
右
を
取
り
ち
が

え
た
別
物
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
学
上
か
ら
は
き
わ
め
て
明
白
な
事
で
あ
る
が
写
生
を
し
て
い
る

う
ち
に
始
め
て
そ
の
事
実
が
ほ
ん
と
う
に
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
衣
服
の
左
前
な
く
ら
い
は
い
い
と
し
て

も
、
ま
た
髪
の
毛
の
な
で
つ
け
方
や
黒
子
の
位
置
が
逆
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い
は
ど
う
で
も
な
る
と
し
て
も
、
も
っ

と
微
細
な
、
し
か
し
重
要
な
目
の
非
対
称
や
鼻
の
曲
が
り
や
そ
れ
を
一
々
左
右
顛
倒
し
て
考
え
る
と
い
う
事
は
非
常

に
困
難
な
事
で
あ
る
。
要
す
る
に
一
面
の
鏡
だ
け
で
は
永
久
に
自
分
の
顔
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
に
気
が
つ
い
た

の
で
あ
る
。

寅
彦
は
、
顔
に
つ
い
て
は
仕
方
な
く
鏡
に
映
っ
た
ま
ま
を
描
く
が
、
着
物
の
衽
の
合
わ
せ
方
の
と
こ
ろ
で
迷
う
。
左
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前
だ
と
死
者
の
装
束
の
よ
う
で
、
年
取
っ
た
母
親
が
嫌
が
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
こ
だ
け
は
右
衽
に
ご
ま
か
す
が
、

〈
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
不
愉
快
で
あ
っ
た
〉と
記
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
事
実
の
改
変
は
、
物
理
学
者
で
も
あ
っ
た
寅

彦
に
と
っ
て
居
心
地
悪
さ
が
伴
っ
た
の
だ
ろ
う
。

結
局
、
寅
彦
は
、
ふ
た
月
余
り
の
間
に
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
六
枚
の
自
画
像
を
描
く
。
一
九
八
五
年
に
出
版
さ

れ
た
『
寺
田
寅
彦
画
集
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）で
は
、
こ
の
六
枚
の
自
画
像
を
モ
ノ
ク
ロ
な
が
ら
写
真
で
見
る
こ
と
が

出
来（
油
絵
そ
の
も
の
は
戦
災
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
）、
第
三
号
の
自
画
像
で
は
、
衽
の
合
わ
せ
方
も
鏡
に
映
っ
た
左

前
の
ま
ま
と
な
り
、
絵
筆
を
持
つ
手
も
左
手
と
な
っ
て
い
る（
ち
な
み
に
、
ゴ
ッ
ホ
の
影
響
を
受
け
、
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス

ム
を
導
入
し
た
先
駆
者
と
さ
れ
る
萬
鐵
五
郎
の
有
名
な《
赤
い
目
の
自
画
像
》の
着
物
姿
も
左
前
の
ま
ま
で
あ
る
）。

そ
う
し
た
自
画
像
を
描
く
過
程
で
、
寅
彦
は
こ
ん
な
感
慨
を
洩
ら
す
。

不
思
議
な
事
に
は
こ
の
よ
う
に
毎
日
見
つ
め
て
い
る
絵
の
中
の
顔
が
だ
ん
だ
ん
に
頭
の
中
に
し
み
込
ん
で
来
て
そ

れ
が
と
に
か
く
一
人
の
生
き
た
人
間
に
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
自
分
の
よ
う
で
あ
る
し
ま
た
他
人
の
よ
う
で
も
あ
る
。

時
と
し
て
は
絵
の
顔
の
ほ
う
が
ほ
ん
と
う
の
自
分
で
鏡
の
中
の
が
う
そ
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
特
に
鏡
と
画
面
と
か

ら
離
れ
て
空
で
考
え
る
時
に
は
、
鏡
の
顔
は
い
つ
で
も
影
が
薄
く
て
絵
の
顔
の
ほ
う
が
強
い
強
い
実
在
と
な
っ
て
頭

の
中
に
浮
か
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。

自
画
像
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
見
事
な
考
察
だ
と
私
は
思
う
。
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さ
て
、
こ
の
た
び
上
梓
し
た
長
篇
小
説
『
渡
良
瀬
』
は
、
さ
し
ず
め
私
に
と
っ
て
の
〝
二
十
代
の
自
画
像
〟
と
い
う

こ
と
に
な
る
。「
海
燕
」
に
一
九
九
三
〜
九
六
年
に
連
載
さ
れ
、
同
誌
の
終
刊
に
伴
い
長
ら
く
未
完
と
な
っ
て
い
た
長

篇
小
説
を
、
改
稿
し
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
で
書
き
継
い
で
完
結
さ
せ
た
。
三
十
代
で
筆
が
止
ま
っ
て
い
た
塗
り
残
し

の
あ
る
キ
ャ
ン
バ
ス
に
、
五
十
代
と
な
っ
て
か
ら
再
び
絵
筆
を
執
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
寅
彦
と
同
じ
心
地
で
、

私
は
、
二
十
代
の
自
分
を
頭
の
中
に
浮
か
ば
せ
た
。

そ
の
執
筆
の
間
、
私
は
し
ば
し
ば
、
一
昨
年
が
生
誕
百
周
年
と
い
う
こ
と
で
全
国
を
巡
回
し
、
宮
城
県
美
術
館
に
も

来
た
『
松
本
竣
介
展
』
の
分
厚
い
図
録
に
、
特
に
そ
の
中
の
自
画
像
に
目
を
向
け
た
も
の
だ
っ
た
。

一
九
四
〇
年
に
、『
渡
良
瀬
』
の
主
人
公
と
同
じ
二
十
八
歳
だ
っ
た
竣
介
が
描
い
た
小
品
の
自
画
像
は
、
そ
れ
ま
で

の
特
徴
と
い
え
る
細
か
な
線
描
や
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
称
さ
れ
る
複
合
画
法
と
は
異
な
り
、
古
典
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
画

風
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
暗
い
空
間
の
中
か
ら
青
年
の
面
影
を
残
し
た
顔
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
画
面
は
、
鏡
で

は
な
く
、
ガ
ラ
ス
板
の
裏
に
墨
を
塗
っ
た
も
の
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
ト
ー
ン
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
時
期
の
竣
介
に
、

絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
あ
り
な
が
ら
、
画
家
に
な
る
望
み
を
一
度
も
持
た
な
か
つ
た
僕
が
、
十
四
歳
の
時
に
聴

覚
を
失
ひ
、
こ
の
道
に
踏
迷
ひ
十
五
年
の
迂
路
を
経
た
今
日
、
や
う
や
く
、
絵
画
を
愛
し
、
そ
れ
に
生
死
を
託
す
る

こ
と
の
喜
び
を
知
り
得
た
と
い
ふ
こ
と
。
そ
れ
が
、
今
、
言
ひ
得
る
唯
一
の
僕
の
言
葉
で
す
。
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と
い
う
一
文
が
あ
り
、
既
に
一
児
の
父
と
な
り
、
二
科
で
は
特
待
を
得
て
い
た
竣
介
の
静
か
な
自
恃
の
念
が
現
れ
た

絵
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
宮
城
県
美
術
館
で
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
で
、
竣
介
の
ご
子
息
の
松
本
莞
氏
と
対
談
す
る

機
会
が
あ
っ
た
と
き
に
、「
こ
の
絵
が
、
僕
が
記
憶
し
て
い
る
父
の
面
影
に
一
番
近
い
ん
で
す
」
と
莞
氏
が
発
言
さ
れ

た
の
が
印
象
深
か
っ
た
。

松
本
竣
介
の
自
画
像
は
、
洋
服
の
合
わ
せ
目
に
加
え
て
、
写
真
の
髪
の
分
け
目
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
が
鏡

像
か
正
像
か
の
見
当
が
つ
く
。
先
の《
自
画
像
》や
一
九
四
一
年
作
の《
画
家
の
像
》で
は
鏡
像
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九

四
二
年
作
の《
立
て
る
像
》で
は
、
髪
の
分
け
目
、
洋
服
の
合
わ
せ
目
と
も
に
逆
と
な
り
、
正
像
に
変
わ
っ
て
い
る
。

《
画
家
の
像
》で
は
、
仕
事
着
を
着
て
戦
時
中
の
家
族
を
守
る
よ
う
に
毅
然
と
立
つ
画
家
の
姿
が
大
き
く
中
央
に
描
か
れ

て
い
た
も
の
が
、《
立
て
る
像
》で
は
、
実
景
に
基
づ
い
た
暗
い
ゴ
ミ
捨
て
場
に
等
身
大
で
立
ち
、
表
情
に
は
穏
や
か
な

も
の
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
背
景
と
な
っ
て
い
る
町
の
風
景
と
と
も
に
、
自
分
と
い
う
人
間
を

も
風
景
と
し
て
捉
え
る
透
徹
し
た
視
線
が
窺
え
る
、
と
私
に
は
思
え
る
。

竣
介
の
天
才
は
、
数
年
で
そ
の
視
線
を
獲
得
し
た
が
、
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
変
わ
る
ざ
わ
つ
い
た
空
気
の
中
で
、
渡

良
瀬
遊
水
地
に
近
い
配
電
盤
工
場
で
の
労
働
を
、
土
地
の
人
々
と
と
も
に
描
い
た
『
渡
良
瀬
』
で
、
私
は
、
二
十
年
か

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
二
十
代
の
自
画
像
を
風
景
と
と
も
に
正
像
と
し
て
描
く
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
感
じ

て
い
る
。

（
二
〇
一
四
年
）
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麦
主
義
者
か
ら
冬
主
義
者
へ

私
は
、
麦
主
義
者
と
自
称
し
て
小
説
を
書
い
て
い
る
後
進
の
者
で
す
。

麦
主
義
者
と
は
、
そ
う
で
す
、
あ
な
た
が
、「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
冬
は
失
い
た
く
な
い
」
と
言
っ
た
ミ
レ
ー

に
共
感
し
て
、
自
ら
を
冬
主
義
者
と
称
し
た
こ
と
に
倣
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
小
生
が
名
付
け
た
も
の
で
す
。

「
私
は
、
貧
し
く
病
弱
で
、
私
ば
か
り
で
な
く
妻
も
ま
た
久
し
く
病
み
、
世
の
中
に
な
ん
の
歓
び
も
楽
し
み
も
な
い

状
態
が
随
分
長
く
続
い
て
ゐ
る
。
そ
の
よ
う
な
私
に
と
つ
て
、
一
年
の
う
ち
で
、
僅
か
な
り
と
も
生
き
甲
斐
を
感
ず
る

時
期
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
冬
の
あ
い
だ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。『
私
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
ら
う
と
も
冬
を
失
ひ

た
く
な
い
』
と
い
っ
た
ミ
レ
ー
の
孤
独
な
寂
し
さ
が
私
に
は
よ
く
わ
か
る
し
、『
僕
は
冬
主
義
者
だ
よ
』
と
友
達
に
も

吹
聴
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
荒
涼
と
し
た
冬
の
空
気
と
風
物
だ
け
が
、
私
に
と
つ
て
親
愛
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
ゐ
る
」
と
あ
な
た
は
、
昭
和
十
五
年
、
夫
人
の
精
神
病
科
へ
の
再
入
院
の
時
期
の
作
『
冬
主
義
者
』
の
中
に
書
き

記
し
ま
し
た
が
、《
馬
鈴
薯
を
喰
う
人
々
》の
画
家
で
あ
る
ゴ
ッ
ホ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ミ
レ
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
濃

く
受
け
継
い
だ
画
家
で
し
た
。

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ゴ
ッ
ホ
は
、
麦
畑
を
数
多
く
描
き
ま
し
た
。
麦
畑
は
、
世
界
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
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る
の
で
、
東
北
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
も
親
し
く
見
慣
れ
た
風
景
で
す
。
そ
れ
ら
の
絵
か
ら
、
私
は
、
も
っ
と
も
親
し

く
、
見
慣
れ
た
も
の
を
仔
細
に
描
く
こ
と
の
持
つ
意
味
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
と
共
に
、
描
く
対
象
が
作
者
と
直
結
す

る
の
は
、
感
覚
や
観
念
か
ら
で
は
な
く
、
生
活
を
通
し
て
だ
、
と
い
う
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
ず
る
た
め
に
、
私
は
、
麦
主
義
者
を
自
称
し
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
麦
の
字
を
使
っ
て
い
る
、
と
い

う
次
第
な
の
で
す
。

私
の
仕
事
机
の
上
に
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
集
が
常
に
置
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
み
す
ず
書
房
か
ら
出
た
五
巻
本
で
、
弟

テ
オ
に
あ
て
た
手
紙
の
他
に
、
多
く
の
素
描
も
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

十
八
の
時
に
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
給
料
を
は
た
い
て
も
と
め
て
以
来
、
こ
の
、
ず
っ
し
り
と
持
ち
重
り
が
す
る
本
だ
け

は
、
生
活
に
困
っ
た
と
き
も
ど
う
に
か
手
放
す
こ
と
な
く
、
事
あ
る
ご
と
に
ひ
も
と
い
て
は
勇
気
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し

た
。も

は
や
、
内
容
は
諳
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
と
き
の
気
分
や
状
態
に
応
じ
て
、
ふ

さ
わ
し
い
手
紙
の
箇
所
を
選
ん
で
読
む
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
日
の
終
わ
り
に
キ
リ
ス

ト
教
者
が
聖
書
を
開
く
習
慣
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い
あ
な

た
も
ま
た
、
夫
人
を
看
取
る
生
活
を
描
い
た
『
聖
ヨ
ハ
ネ
病
院
に
て
』
で
、「
自
分
は
、
如
何
な
る
基
督
教
徒
よ
り
も
、

も
つ
と
基
督
教
徒
的
で
あ
り
た
い
」
と
心
に
噛
み
締
め
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
あ
な
た
が
、
昭
和
十
二
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
『
薔
薇
盗
人
』
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
自
然
主
義
的
文
体
と
新
感
覚
派
的
な
文
体
と
の
混
淆
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
を
捨
て
て
、
ス
ラ
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