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そ
れ
が
、
大
和
絵
の
完
成
し
た
頃
の
応
の
と
な
る
と

「
詩
」
が
書

大
和
絵
浮
世
絵
は
支
那
そ
の
他
の
模
倣
か
ら
始
ま
っ
て

r

を
追
い
越
し
f
日
本
独
特
の
忠
の
を
創
り
出
し
た
と
い
え
る
。

支
那
の
昔
の
絵
に
出

r

大
和
絵
の
よ
う
に
、
大
き
な
空
白
が
あ
る
。

し
か
し

r

そ
の
空
白
に
は
「
詩
」
が
書
か
れ
て
い
て
f
空
白
を
埋
め
て

い
る
。日

本
人
の
描
い
た
昔
の
絵
に
応
、

こ
う
し
た
「
詩
」
が
書
か
れ
て
い

る
忠
の
も
あ
る
。
支
那
の
画
法
そ
の
ま
ま
の
模
倣
で
あ
る
。

か
れ
て
い
な
い
。
前
逹
の
よ
う
に
、
巨
大
な
る
空
白
が
、
巨
大
な
る
空

し

れ

平
安
中
期
以
後
に
な
っ
て
、
わ
が
国
の
気
候
、
風
土
、
生

活
と
調
和
し
た
画
風
と
画
法
か
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
•
•
…
•
そ
れ

が
大
和
絵
で
あ
る
。

こ
の
大
和
絵
の
画
法
か
ら
、
鈴
木
春
信
炉
、
浮
世
絵
版
画
を
創
り
出

し
た
。
大
和
絵
や
浮
世
絵
が
、
後
巳
近
代
西
洋
固
に
強
い
刺
激
を
与

周
知
の
事
実
で
あ
る
。

る
こ
の
「
間
」
は
、
絵
画
に
お
け
る
空
白
美
と
同
様
の
範
疇
に
属
す

日
本
独
特
の
美
観
で
あ
る
。

日
本
の
芸
能
の
世
界
で
は

す
る
伝
統
が
あ
る
。

こ
の
「
間
」
を
非
常
に
大
切
な
も
の
と

そ
れ
が
、

え
た
こ
と
は
、

こ
の
空
白
美
を
、

「
詩
」
で
埋
め
ず
に
、
空
白

の
ま
ま
画
面
に
遺
し
た
の
だ
ろ
う
か
：
・
・
:
。
そ
の
最
初
の
人
は
誰
で

あ
っ
た
か
：
°
・
:
。
こ
れ
は
確
実
に
日
本
人
の
誰
か
の
創
意
に
な
る
も
の

で
あ
っ
た
；
。
。
．
．
。
こ
の
大
宇
宙
に
対
し
て
敬
虔
で
あ
る
と
同
時
塁
空

白
に
こ
そ
大
き
た
美
が
あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
た
人
で
あ
っ
た
ろ

ぶ
ノ

こ
こ
で
想
起
す
る
の
は
能
の
世
阿
弥
の

い
ま

「
せ
ぬ
暇
が
大
切
で
あ
る
」

と
い
う
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
即
隻
能
舞
台
に
お
い
て
演
者

が
喋
ら
ず
動
か
ず
f
な
に
も
し
て
い
な
い
瞬
閻
こ
そ
、
非
常
に
重
要
だ

と
い
う
こ
と
だ
•
•
…
•
。
こ
れ
が
「
間
」
で
あ
る
。

一
体
日
本
で
誰
が

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

危
験
性
が
多
分
に
あ
る
。

う
も
の
は
ど
う
し
て
も
説
明
に
な
る
。
巨
大
な
空
白
美
が
減
殺
さ
れ
る

白
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
画
面
に
遣
さ
れ
て
い
る
。

鰈
愛
塁
質
喜
羨
砂
繁
躇
冠
喝
訊
蛉
悶
信
悶
翌
賃
啜
筐
謎
習
応
嘉
嬰
墨
忍
善
綬
造
紺
嶺
恩
慕
篇
庭
鯰
嘉
怒
数
慮
忍
襄
類
器
讐
摩
誘
慇
~
締
嚢
槃
唸
槃
襲
馨
巖
懇
翡
賃
穏
喜
寅
詈
忍
醤
易
葛
き
餐
怠
蓋
葛
讐
累
愚

い
か
に
小
さ
な
存
在
で
あ
る
か
が
f
胸
に

迫
っ
て
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
絵
の
主
人
公
は
、
空
白
の
部
分
、
即
ち
大

宇
宙
で
あ
っ
て

r

人
間
や
人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
は
そ
の
全
く
僅
か

し
か
し
、
そ
の
日
本
画
も
、
本
来
は
日
本
人
が
創
り
出
し
た
も
の
で

は
な
い
。
当
時
の
文
化
先
進
国
で
あ
っ
た
支
那
や
百
済
（
古
代
朝
鮮
）
あ

た
り
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
が
基
本
に
あ
っ
て
f
そ
の
技
法
を
模
倣
し

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
画
と
西
洋
画
は
、
全
く
質
の
異

な
っ
た
芸
術
文
化
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
詩
」
が
書
か
れ
て
い
る
応
の
も
美
し
い
と
は
思
う
が
、
文
字
と
い

'‘
 ，刃

J
の
大
宇
宙
の
中
で

あ
ふ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
絵
を
眺
め
て
い
る
と
f
人
間
や
そ
の
生
活
と
い
う
も
の

も
の
は
全
然
な
い
。
そ
れ
だ
け
に

r

人
生
の
厚
み
が
あ
り
f
重
量
感
に

に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

画
布
い
っ
ば
い
に
油
を
塗
り
た
く
っ
た
西
洋
画
に
は
、
空
白
と
い
う

絵
画
に
例
を
と
っ
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

日
本
の
古
い
掛
け
軸
の
絵
に
は
、
下
の
方

r

五
分
の
一
く
ら
い
の
と

こ
ろ
に
、
木
立
ち
が
あ
り
f
家
屋
の
一
部
が
あ
り

r

そ
し
て
人
間
や
家

畜
が
描
か
れ
て
い
て
、
上
部
の
：
・
…
五
分
の
四
く
ら
い
は
、
全
く
空
白

芸

術

文

化

な
部
分
で
し
か
な
い
こ
と
が
よ
く
分
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、

人
公
で
あ
っ
た
。
殊
塁

に
な
る
と
、
人
間
の
顔
だ
け
が
、

西
洋
画
と
い
う
も
の
は
、
伝
統
的
に
f
人
間
が
主

セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
の
後
期
印
象
派
の
時
代

画
面
の
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
。

、
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絵
画
を
例
に
と
っ
て
、
日
本
の
芸
術
文
化
の
特
性
に
触
れ
た
が
、
こ

う
い
う
よ
う
な
特
性
は
、
絵
画
の
面
だ
け
で
な
く
、
他
の
芸
術
の
分
野

に
も
明
確
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

絵
画
で
は
、
総
称
し
て
日
本
画
と
い
う
よ
う
に
、
音
楽
の
世
界
で
は

日
本
音
楽
が
あ
り
、
演
劇
の
世
界
で
は
、
能
・
歌
舞
伎
等
の
日
本
の
伝

統
演
劇
が
あ
る
。
詩
歌
の
世
界
に
は
、
俳
句
、
和
歌
等
の
伝
統
が
あ

り
、
建
築
の
世
界
に
も
日
本
建
築
と
称
す
る
伝
統
が
あ
る
。

日
本
の
芸
術
文
化
は
、
総
体
的
に
い
っ
て
、
伝
統
的
な
も
の
に
非
常

に
優
れ
た
も
の
が
あ
る
。
他
の
国
に
見
ら
れ
な
い
、
独
特
の
芸
術
文
化

を
、
日
本
は
立
派
に
遺
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
、
残
念
乍
ら
一
種
の
古
典
で
あ
っ
て
、
洋
風
化
し
た
現
代
の
日
本
人

の
生
活
に
と
っ
て
必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

明
治
以
降
、
西
洋
か
ら
生
活
文
化
が
入
っ
て
き
て
日
本
人
の
生
活
は

洋
風
化
し
て
い
く
。

そ
れ
と
同
時
に
、
芸
術
文
化
も
盛
ん
に
入
っ
て
き
た
。

多
く
の
人
々
が
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
芸
術
文
化
を
以
っ
て
新
し

い
今
日
の
も
の
と
考
え
、
日
本
の
在
来
の
芸
術
文
化
を
捨
て
た
。

し
か
し
、
一
部
の
人
達
は
、
「
西
洋
」
に
走
ら
ず
、
在
来
の
も
の
を

守
っ
た
。
そ
う
い
う
人
達
が
い
た
か
ら
、
伝
統
の
芸
術
文
化
は
｀
今
日

絵
画
で
は
、

日
本
画
に
対
し
て
、
油
絵
が
あ
る
。

音
楽
で
は
、
邦
楽
に
対
し
て
、
洋
楽
が
あ
る
。

文
学
で
は
、
和
歌
・
俳
句
に
対
し
て
、
現
代
詩
が
あ
る
。

建
築
で
は
、

日
本
家
屋
に
対
し
て
、
ビ
ル
デ
ィ
ソ
グ
が
あ
る
。

•
•
•
•
•
•
こ
う
い
う
、
二
つ
の
も
の
が
、
同
じ
芸
術
文
化
の
分
野
で
分
か

れ
て
並
存
し
て
い
る
。
そ
の
間
の
交
流
は
、
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

勿
論
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

演
劇
で
は
、
新
劇
の
中
に
、
時
た
ま
能
や
歌
舞
伎
の
形
式
を
模
倣
し

た
も
の
が
出
て
く
る
。

絵
画
で
は
、
油
絵
の
巨
匠
梅
原
龍
一
二
郎
の
晩
年
の
洋
画
に
、
日
本
画

の
技
法
が
採
り
容
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
分
野
で
も
、
同
様
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
後
者
が
前
者
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
前
者
が
後
者
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
．
即
ち
、
洋
風
の

現
代
芸
術
は
、
伝
統
の
日
本
芸
術
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

日
本
が
西
洋
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

日
本
の
伝
統
を
古
典
と
し
て
守
っ
て
い
る
人
達
は
、
そ
れ
だ
け
頑
固

に
自
分
の
城
の
中
に
他
人
を
入
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
頑
固
さ
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
日
ま
で
、
そ
れ
を
守
り
通
す
こ
と
が
出

る。
日
本
の
、

る。

日
本
人
の
、
独
創
に
よ
っ
て
出
発
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ

も
立
派
に
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
、
伝
統
を
古

典
と
し
て
遺
す
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
在
来
の
芸
術
文

化
を
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
変
え
て
新
し

い
も
の
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

も
し
も
そ
れ
が
出
来
て
い
た
ら
、
日
本
の
芸
術
文
化
の
あ
り
か
た

は
、
現
在
と
は
非
常
に
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像

さ
れ
る
。
即
ち
、
在
来
の
日
本
の
芸
術
が
、
新
し
い
時
代
と
と
も
に
、

生
き
た
「
今
日
的
」
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
…
…
。

そ
れ
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
行
政
の
カ

で
あ
り
、
行
政
の
大
き
な
功
績
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
、
私
は
思

う
。
…
…
当
時
の
行
政
官
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
識
見
が
な
か
っ
た
し
、

そ

の

力

も

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

．

日
本
の
今
日
の
芸
術
文
化
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
伝
統
的
な
も
の
を
古

典
と
し
、
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
も
の
の
模
倣
か
ら
発
足
し
た
芸
術
を
現

演
劇
で
は
、

る。

能
と
歌
舞
伎
に
対
し
て
、

こ
う
い
う
二
重
構
造
の
芸
術
文
化
を
持
つ
国
は
、
世
界
に
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
日
本
の
よ
う
に
、
そ
の
二
つ
が
裁
然
と
分
離
し
て
い
る

国
は
、
他
に
は
な
い
と
思
う
。
し
か
も
そ
の
二
つ
が
、
単
に
並
存
す
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
立
派
に
芸
術
的
に
も
、
そ
し
て
経
済
的
に
も
、

成
果
を
あ
げ
て
い
る
国
は
、
他
に
は
絶
対
類
を
見
な
い
。

後
者
、
即
ち
洋
風
現
代
芸
術
は
、
明
ら
か
に
西
洋
の
模
倣
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
だ
が
、
日
本
の
伝
統
と
な
っ
て
い
る
古
典
も
、
現
代
は
日
本

独
特
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

倣
か
ら
発
足
し
て
い
る
。

模
倣
こ

そ
の
基
本
は
、
遠
い
昔
に
お
け
る
模

前
述
の
よ
う
に
、
絵
画
の
大
和
絵
の
基
本
が
輸
入
品
で
あ
る
よ
う

に
、
他
の
分
野
の
、
日
本
の
伝
統
芸
術
も
、
そ
の
基
本
は
輸
入
品
で
あ

そ
れ
だ
け
、

国
と
比
較
し
て
、

日
本
と
い
う
国
は
、
遠
い
昔
に
お
い
て
は
、
他
の
文
化

た
ち
お
く
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
模
倣
と
い
う
問
題
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。

模
倣
を
排
斥
し
た
の
は
哲
学
者
プ
ラ
ト
ッ
で
あ
っ
た
が
｀

来
た
と
い
え
よ
う
。

代
の
も
の
と
し
て
い
る
。

新
劇
と
い
う
輸
入
品
が
あ
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密
着
し
た
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
れ
が
一
ー
一
部
門
に
入
っ
て
い
な
い

大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
ぎ
だ
。
＂
．
し
．
．
＇
と
の
辺
で
、
芸
術
祭
の
あ
り
方
に

つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
事
そ
の
も
の
と
し
て
は
、

私
は
結

構
だ
と
思
っ
て
い
る
。

顕
彰
の
面
で
は
、
芸
術
院
会
員
、
文
化
勲
章
、
文
化
功
労
者
な
ど
の

制
度
が
あ
る
。

こ
れ
も
結
構
だ
と
は
思
う
が
、
そ
の
人
選
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題

だ
と
思
う
。

私
の
記
憶
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
芸
術
院
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ

デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
七
ー
ズ
の
模
倣
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

凡
ゆ
る
芸
術
分
野
が
一
―
一
部
門
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
類
の

方
法
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
又
、
例
え
ば
、
放
送
関
係
の
芸
術

家
は
、
こ
の
ど
の
部
門
に
も
入
っ
て
い
な
い
。
創
設
当
時
は
、
放
送
芸

術
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
今
日
も
踏

襲
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
が
、
今
日
、
放
送
く
ら
い
大
衆
の
生
活
と

こ
と
は
評
し
い
。

こ
の
三
部
門
の
分
け
方
を
基
本
的
に
研
究
し
、
新
し
い
部
門
構
成
を

す
る
必
要
が
あ
る
。

現
状
で
は
、
一
―
一
部
門
毎
に
、
従
来
の
会
員
が
、
新
し
い
会
員
を
選
任

ピア

1」
が

ニ
ミ
イ
賞
を
獲
得
し
た
。
テ
レ
ビ
と
い
う
模
倣
か
ら

最
近
で
は
、
佐
々
木
昭
一
郎
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
四
季
|
|
ユ
ー
ト

近
い
将
来
に
は
、
部
分
的
に
工
業
製
品
の
よ
う
に
な
る
可
能
性
は
充

そ
、
他
の
動
物
に
な
い
、
人
間
の
優
れ
た
特
性
だ
と
い
っ
た
の
は
、
そ

の
弟
子
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
思
想
を
採
用
す
れ
ば
、

日
本
人
は
、
昔

か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
模
倣
の
天
才
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

芸
術
文
化
で
は
な
く
、
工
業
製
品
の
話
に
な
る
が
、
今
日
の
日
本
の

自
動
車
、
造
船
、
カ
メ
ラ
等
は
、
他
国
の
創
案
に
な
る
も
の
の
模
倣
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
追
い
つ
け
、
追
い
越
せ
ー
・
」
の
精
神

が
徹
底
し
て
、
他
国
に
な
い
優
秀
な
も
の
を
製
り
出
す
よ
う
に
な
り
、

今
日
で
は
、
こ
れ
ら
の
面
で
は
輸
出
国
と
し
て
、
世
界
の
脅
威
と
さ
れ

て
い
る
。

芸
術
文
化
の
面
で
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
発
展
し
て
い
な
い
。

古
典
と
し
て
遺
さ
れ
た
伝
統
的
な
面
に
対
し
て
、
世
界
の
限
ら
れ
た

有
識
者
は
、
非
常
に
高
い
評
価
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

洋
風
の
、
現
代
の
面
で
も
、
世
界
的
に
有
名
な
人
、
及
び
作
品
が
出

て
き
て
い
る
，

分
考
え
ら
れ
る
。

度
は
や
め
て
し
ま
う
ほ
う
が
い
い
。

も
の
で
あ
り
た
い
。
そ
れ
が
出
来
な
い
の
な
ら
ば
、

こ
う
い
う
表
彰
制

に
、
合
理
的
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

助
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
民
間
で
で
き
な
い
よ
う
な
施
設
は
、
国
が
作
り
、
ま
た
は
援

出
発
し
た
芸
術
で
、
こ
う
い
う
作
品
が
日
本
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
は
、

非
常
に
喜
ば
し
い
。

芸
術
文
化
と
い
う
も
の
は
、
他
の
文
教
の
世
界
と
は
、
非
常
に
異
な

る
も
の
が
あ
る
。

の
圧
力
を
か
け
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
何
処
ま
で
も
、
国
民

の
自
由
な
動
き
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
校
で
先
生
が
生
徒
を
指
導
す
る
よ
う
に
し
て
、
芸
術
作
品
は
生
ま

れ
出
る
も
の
で
は
な
い
。

行
政
面
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
放
任
主
義
で
い
い
。

そ
の
点
で
、
目
下
進
行
中
の
第
二
国
立
劇
場
、
文
楽
劇
場
、
能
楽
堂

の
建
設
等
は
、
非
常
に
結
構
な
こ
と
だ
と
思
う
。

施
設
と
同
時
に
、
優
れ
た
芸
術
家
、
作
品
を
表
彰
す
る
こ
と
も
、
国

の
大
き
な
仕
事
で
あ
る
。

行
事
と
し
て
は
、
芸
術
祭
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
る

と
、
多
分
に
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
嫌
い
は
な
く
も
な
い
が
、
今
日
ま
で
に

す
れ
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
仕
組
み
だ
と
｀
そ
の
部
門
の

中
で
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
芸
術
家
の
分
野
の
人
が
、
新
し
い
会
員

に
な
る
可
能
性
が
強
い
。
現
会
員
が
少
数
し
か
い
な
い
分
野
で
は
、
新

し
い
会
員
を
作
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

こ
う
い
う
点
も
考
慮
し
て
、
新
会
員
選
出
方
法
を
、
も
っ
と
客
観
的

文
化
勲
章
、
文
化
功
労
章
の
人
選
に
つ
い
て
も
、
世
の
批
判
を
招
か

な
い
よ
う
な
努
力
を
望
み
た
い
。

国
家
が
行
う
表
彰
は
、
民
間
の
場
合
と
違
っ
て
、
万
人
が
納
得
す
る

（
劇
作
家
）

教
育
に
よ
っ
て
、
指
導
す
る
と
い
う
類
い
の
も
の
で
は
な
い
。
行
政
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須

田

匿

太

郎

歩

む

鷲

吉
一
）

須
田
国
太
郎
は
旧
制
第
＿
―
-
高
等
学
校
か
ら
京
都
帝
国
大
学
哲

学
科
に
入
り
、
一
九
一
六
年
美
学
美
術
史
専
攻
を
卒
業
し
た
。

一
九
一
九
年
同
大
学
の
大
学
院
を
中
退
し
て
渡
欧
す
る
が
、
は

じ
め
イ
ン
ド
に
立
寄
り
、
数
力
已
り
か
け
て
ア
ジ
ャ
ン
ク
な
ど
を

訪
れ
、
そ
れ
か
ら
ロ
ン
ド
ど
パ
リ
を
素
通
り
し
て
ス
ペ
イ
ン

の
マ
ド
リ
ー
ド
に
直
行
、
こ
こ
に
定
住
し
た
。
美
術
学
校
で
は

な
く
京
都
帝
国
大
学
哲
学
科
に
学
ん
だ
こ
と
や
、
パ
リ
で
は
な

く
マ
ド
リ
ー
ド
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
彼
の
芸
術
に
対
す
る
姿

勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

須
田
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
近
代
日
本
の
油
絵
は
西
洋
の
近
代

絵
画
の
ひ
と
つ
の
形
を
選
択
、
模
倣
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て

お
り
、
そ
れ
は
日
本
の
油
絵
の
発
展
で
あ
る
よ
り
、
他
国
の
油

絵
の
あ
る
発
展
過
程
の
一
節
を
う
け
つ
い
だ
だ
け
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
油
絵
は
つ
ね
に
断
片
で
、
つ

ね
に
自
己
の
根
を
持
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
瓶
に
挿
し
た
切
花

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
が
画
家
と
し
て
の
修
業
の
過
程
か

ら
特
異
な
道
を
選
ん
だ
の
は
、
性
急
に
花
だ
け
を
切
取
る
の
て

は
な
く
、
根
ご
と
移
植
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
の
現
わ
れ
で

あ
っ
た
。
帰
国
後
の
須
田
は
東
西
の
美
感
覚
の
融
合
と
い
う
デ

ー
マ
を
設
定
し
て
重
厚
な
歩
み
を
つ
ゞ
け
た
か
、
大
樹
の
下
で

大
き
く
羽
根
を
広
げ
る
驚
を
描
い
た
こ
の
絵
は
、
彼
が
自
ら
に

課
し
て
い
た
課
題
に
対
す
る
解
答
で
も
あ
っ
た
。
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▽
新
年
号
応
文
教
の
特
定
分
野
に
瞑
定
し
”
―ー

た
特
集
と
は
せ
ず
に
、
文
教
全
般
を
取
り
上
第

げ
、
そ
の
現
状
と
抱
え
る
課
題
を
、
で
き
る

だ
け
平
易
な
形
で
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
ま
―

し
た
。

▽
て
い
談
「
こ
れ
か
ら
の
教
育
ー
＇
世
界
の
[

中
の
日
本
」
で
は
、
数
多
く
の
国
々
と
の
依
ー

I
 

存
関
係
が
強
く
、
し
た
が
っ
て
国
際
協
調
を

重
視
す
る
観
点
が
国
の
諸
施
策
に
求
め
ら
れ

る
我
が
国
が
、
今
後
の
発
展
、
国
際
的
な
貢

献
を
果
た
す
う
え
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
．

い
敦
育
上
の
課
題
は
何
か
を
中
心
に
綸
じ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

▽
て
い
談
を
総
論
と
す
る
な
ら
ば
「
私
の
見
，

る
我
が
国
の
文
敦
の
姿
」
は
、
い
わ
ば
各
論

c

と
も
言
え
る
も
の
て
、
複
雑
多
岐
な
内
容
を
i

包
含
す
る
分
野
を
六
人
の
先
生
に
御
担
当
い

た
だ
き
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
、
当
該
分

野
の
水
準
、
特
質
、
課
題
な
ど
に
つ
い
て
御

執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▽
ま
た
、
資
料
は
、
統
計
数
値
に
よ
っ
て
文
一

敦
の
姿
を
烏
か
ん
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
公
刊
さ
れ
る
日
書
に

よ
っ
て
そ
の
詳
細
を
御
報
告
す
る
予
定
て

す＂▽
次
号
は
「
青
少
年
教
育
施
設
」
を
特
集
ー

し
ま
す
。

本
年
も
引
き
続
き
、
本
誌
の
御
購
読
を
お

類
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
企
画
室
）
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