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人
形
は
、
何
よ
り
も
ま
ず「
ヒ
ト
ガ
タ
」で
あ
る

こ
と
が
制
作
の
根
幹
に
あ
り
ま
す
。
絵
画
や
彫

刻
で
も
人
間
を
か
た
ち
に
表
し
ま
す
が
、
そ
こ
で

の
形
象
は
主
題
と
の
相
関
関
係
に
置
か
れ
、
作

者
や
制
作
時
期
が
変
わ
れ
ば
花
や
山
、
リ
ン
ゴ
や

円
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
人
形
の

場
合
は
、
本
来
、
い
つ
、
誰
が
つ
く
っ
て
も
ヒ
ト

ガ
タ
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
い
う
の

も
人
形
は
、
ま
ず
私
た
ち
人
間
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー

ル
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
身
代
わ
り
と
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
だ
か
ら
で
す
。

　

日
本
語
に
は
人
形
の
古
い
呼
び
方
に「
形か

た

代し
ろ

」

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
神
霊
を
降
ろ
す
、
あ
る

い
は
自
己
の
身
代
わ
り
と
し
て
の
人
形
の
役
割

を
そ
の
ま
ま
名
称
化
し
た
も
の
で
す
。
現
代
の
よ

う
な
医
療
や
科
学
技
術
が
整
わ
な
か
っ
た
時
代
、

人
々
は
自
身
や
家
族
、
友
人
や
敵
の
存
続
を
か

け
て
、
身
に
降
り
か
か
る
病
や
罪
や
穢け

が

れ
を
人

形
に
移
す
祓は

ら
え

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
人
形
の
原

像
と
で
も
い
う
べ
き
形
代
は
、
災
厄
を
移
し
た

の
ち
遺
棄
す
る
ま
で
が
祓
の
一
区
切
り
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
ご
く
簡
単
に
つ
く
ら
れ
る
の
が
通
例

で
し
た
。
棒
に
分
節
を
刻
ん
だ
り
、
粘
土
な
ど
の

球
形
に
棒
を
刺
し
て
頭
と
身
体
に
見
立
て
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
今
日
の
祭
式
に
も
そ
の
姿
を
残

す
切
り
紙
細
工
に
は
、
長
方
形
の
上
辺
中
央
に

半
円
を
つ
な
げ
た
も
の
、
そ
こ
か
ら
手
足
を
伸
ば

し
た
も
の
、
あ
る
い
は
身
体
そ
の
も
の
は
説
明
せ

ず
、
着
物
風
の
袂
で
そ
れ
を
示
唆
し
た
も
の
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
人
間
の
表
象
と
し
て

は
、
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
か
つ
大
胆
な
デ
フ
ォ
ル

メ
の
試
み
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
人
形
と
い
う
造
形
の
特
徴
が
幾
つ
か

浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
ま
ず
、
人
形
は
ヒ
ト
ガ
タ

と
い
う
前
提
条
件
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
同
時
に

そ
れ
は
人
間
で
は
な
い
と
い
う
事
実
も
や
は
り

前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
水
に

流
し
た
り
火
に
く
べ
た
り
、
人
形
は
人
間
の
思

う
と
お
り
の
処
遇
に
あ
ま
ん
じ
ま
す
。
と
は
い
え

祓
は
生
死
を
か
け
た
真
剣
な
行
為
ゆ
え
、
棒
杭

や
紙
切
れ
で
あ
っ
て
も
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
有
効

性
に
疑
い
を
は
さ
む
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
現
実
と
虚
構
と
の
間
隙
を
埋
め
る
た
め
に
、

人
形
を
利
用
す
る
人
間
の
情
念
が
要
求
さ
れ
ま

す
。
こ
の
情
念
こ
そ
は
人
形
に
論
理
と
は
異
な

る
仮
想
の
力
を
も
た
ら
す
源
で
あ
り
、
ま
た
一
時

的
な
感
情
状
態
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
形
に
投

影
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
次
々
と
変
容
し
ま
す
。
自

分
の
思
う
ま
ま
に
虚
構
世
界
を
構
築
で
き
る
の

で
す
か
ら
、
や
が
て
対
象
へ
の
愛
着
心
が
涌
い

た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
死
を
賭

す
る
形
代
の
役
割
と
は
異
な
っ
た
方
向
の
感
情

移
入
は
、
人
形
の
つ
く
り
込
み
を
促
す
契
機
と

も
な
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
人
形
は

そ
も
そ
も
人
の
情
念
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
持

つ
、
も
し
く
は
情
念
が
関
与
し
て
完
成
す
る
オ

ブ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に「
ヒ
ト
ガ
タ
」、
す
な
わ
ち
人
に
準

え
な
が
ら
人
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
人
の
情
念
を

受
け
入
れ
る
こ
と
で
両
者
を
自
由
に
往
き
来
す

る
と
い
う
設
定
を
了
解
す
る
と
、
人
形
制
作
に

お
け
る
一
定
の
約
束
事
が
み
え
て
き
ま
す
。
形

代
が
木
や
紙
の
端
切
れ
で
あ
っ
て
も
機
能
す
る

の
は
、
そ
こ
に
制
作
の
動
機
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
体

現
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
一
方

で
、
ど
れ
ほ
ど
工
夫
し
た
と
し
て
も
そ
の
人
形
に

与
え
ら
れ
た
虚
構
を
破
た
ん
さ
せ
て
し
ま
う
よ

う
で
は
、
そ
れ
は
不
適
切
な
処
置
と
み
な
さ
れ

ま
す
。
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
人
形
制
作
の

手
法
と
目
的
と
が
複
雑
か
つ
装
飾
的
に
な
る
と
、

造
形
と
し
て
の
完
成
度
は
向
上
し
、
材
料
も
多

様
化
し
て
、
今
日
で
は
人
形
の
皮
膚
に
は
木
、
陶

磁
器
、
布
帛
、
紙
、
お
が
屑
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、

胡
粉
、
顔
料
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
素
材
が
採

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
形
が

情
念
の
受
け
皿
と
し
て
よ
り
ら
し
く

0

0

0

な
る
た
め

に
ほ
か
な
ら
ず
、
物
質
感
が
独
自
に
主
張
し
て

皮
膚
と
し
て
の
あ
り
方
を
超
越
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
同
じ
工
芸
に
分
類
さ
れ
な
が

ら
、
物
質
感
が
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
な
る
他
の

形
式
と
の
大
き
な
違
い
で
す
。

　

さ
て
こ
れ
ま
で
は
人
形
を
そ
の
根
源
的
イ

メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、

近
代
の
作
家
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
こ
の
オ

ブ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
だ
で
し
ょ
う
か
。
人
形

の
近
代
化
に
つ
い
て
は
別
稿「
人
形
を
め
ぐ
る
幾

つ
か
の
視
点
」（『
美
術
美
術
史
論
集
』第
十
九
輯
、
成

城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、二
〇
一
一
年
三
月
）で

検
証
し
た
の
で
詳
述
は
避
け
ま
す
が
、
こ
の
現

象
は
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
あ
ら
わ

れ
、「
人
形
芸
術
復
興
運
動
」
に
集
約
さ
れ
た
後

は
、
官
展
参
加
と
い
う
明
快
な
目
標
を
掲
げ
て

突
き
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
の
願
い
は
一
九
三

六（
昭
和
十
一
）年
改
組
第
一
回
帝
展
へ
の
参
加

と
い
う
か
た
ち
で
実
現
し
ま
す
が
、
こ
の
時
入
選

し
た
六
名
に
は
、
師
資
相
承
の
技
術
を
修
得
し

た
職
人
的
専
門
家
と
趣
味
や
独
自
研
究
の
成
果

に
よ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
と
が
混
在
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
研
究
会
や
展

示
会
で
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
制
度
上

の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
是
正
の
動
き
と
、
個
人
の
内

面
の
発
露
と
し
て
の
創
作
活
動
と
の
間
の
振
れ

幅
が
極
端
に
広
く
、
ま
た
複
雑
に
錯
綜
し
な
が

ら
全
体
の
底
上
げ
を
図
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
の
現

象
を
い
っ
そ
う
興
味
深
く
し
て
い
ま
す
。

　

一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
人
形
制
作
グ
ル
ー
プ

「
ど
ん
た
く
社
」
を
結
成
、
二
月
に
は
同
人
に
よ

る「
雛ひ

い
な

に
よ
す
る
展
覧
会
」を
開
い
た
竹
久
夢
二

今
井
陽
子

人
形
の
原
像
と
近
代
：
夢
二
と
柳
女
の
作
品
か
ら

作
品
研
究
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は
、
人
形
芸
術
復
興
運
動
の
主
流
と
は
距
離
を

持
ち
な
が
ら
、
人
形
の
近
代
に
お
い
て
象
徴
的

存
在
で
す
。
ど
ん
た
く
社
同
人
は
、
夢
二
も
含
め

て
、
人
形
制
作
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
の
素
人
の

集
ま
り
で
、
堀
柳り

ゅ
う

女じ
ょ

の
自
伝『
人
形
に
心
あ
り
』

に
よ
れ
ば
、
柳
女
の
し
ん
こ
細
工
の
人
形
を
面

白
が
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
一
気
に
始
動
し
ま
し
た
。

銀
座
・
資
生
堂
を
会
場
と
し
た
展
覧
会
は
盛
況

で
、
評
論
家
の
森
口
多
里
や
復
興
運
動
の
中
心

人
物
・
山
田
徳
兵
衛
ら
も
訪
れ
ま
し
た
が
、
何
よ

り
一
般
観
衆
の
関
心
を
集
め
、
相
当
数
の
作
品

が
売
れ
た
そ
う
で
す
。
大
正
期
の
フ
ラ
ン
ス
人
形

制
作
ブ
ー
ム
、
ま
た
こ
の
展
覧
会
の
数
年
前
か

ら
雑
誌『
主
婦
の
友
』で
も
人
形
の
作
り
方
を
掲

載
す
る
な
ど
、
時
流
が
高
ま
る
な
か
、
ど
ん
た
く

社
の
人
形
は
、
高
度
な
技
術
で
観
衆
を
う
な
ら

せ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
仕
事
に
は
な
い
表

情

│
ひ
と
つ
に
は
歩
み
寄
り
や
す
さ
、
さ
ら
に

は
生
々
し
さ
さ
え
あ
る
叙
情
性

│
に
よ
っ
て

人
々
を
魅
了
し
た
よ
う
で
し
た
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
頃
の
仕
事
と
思
わ
れ
る
夢
二

の
人
形﹇
図
1
﹈
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
身
で

『
ど
ん
た
く
人
形
の
作
り
方
』
に
ま
と
め
た
と
お

り
、
頭
部
は
紙
粘
土
に
よ
り
ま
す
。
そ
こ
に
も
つ

れ
る
絹
糸
で
髪
の
毛
、
ま
た
胴
に
は
袖
か
ら
覗

く
手
と
同
じ
く
目
の
粗
い
麻
布
を
使
い
ま
し
た
。

こ
の
手
と
脚
は
上
下
ふ
た
つ
の
パ
ー
ツ
を
金
具

で
連
結
し
て
あ
っ
て
、
写
真
の
よ
う
に
腰
か
け
た

り
、
簡
単
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
衣
服
に
隠
さ
れ
た
手
脚
に
厚
み
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
と
位
置
が
定
ま
ら
な

い
た
め
、
寝
か
せ
て
も
投
げ
出
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
な
ん
と
も
頼
り
な

い
肢
体
を
あ
か
ら
さ
ま
に
提
示
し
て
で
き
る
隙

こ
そ
が
、
夢
二
人
形
の
大
き
な
魅
力
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
つ
く
り
込
み
す
ぎ
ず
、
説
明
的
要
素

も
ほ
ど
ほ
ど
に
。
余
白
部
分
が
み
る
人
の
目
と

気
持
ち
を
ぐ
っ
と
惹
き
つ
け
、
思
わ
ず
手
を
差
し

伸
べ
た
く
な
る
の
で
す
。『
作
り
方
』に「
さ
か
し

ら
な
写
実
は
人
形
を
殺
す
」
と
明
記
し
た
夢
二

は
、
単
な
る
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
終
わ
ら
な
い

人
と
人
形
と
の
関
係
性
か
ら
造
作
の
加
減
を
測

り
出
し
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
以
前
私
は
、
人
形
制
作
に
携
わ
る

人
か
ら
、
人
形
を「
か
わ
い
い
」
と
い
わ
れ
る
の

は
抵
抗
を
感
じ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
帝
展
進
出
前
後
の
人
形
界
に
お
い
て
も
こ

の
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
が
見
受
け
ら
れ

ま
し
た﹇
註
1
﹈。
こ
の
言
葉
は
、
形
代
同
様
、
愛

玩
物
と
い
う
人
形
の
根
源
的
機
能
を
象
徴
す
る

も
の
で
す
が
、
近
代
的
枠
組
に
お
け
る
ア
ー
ト
と

し
て
の
人
形
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
は
、

玩
具
も「
か
わ
い
い
」
と
い
う
評
価
も
あ
ま
り
に

卑
近
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
方
の

夢
二
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
、
人
形
の
原
像
と
距

離
を
と
り
、
そ
の
機
能
と
効
果
の
逆
算
か
ら
造

形
に
挑
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
か
わ
い
く
、
庇

護
さ
れ
る
べ
き
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
人
形
独
自

の
世
界
観
に
正
面
か
ら
対
峙
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。《
ピ
エ
ロ
》
の
顔
は
観
察
す

る
と
目
鼻
の
凹
凸
や
口
の
切
り
込
み
、
耳
か
ら

顎
の
ラ
イ
ン
な
ど
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
の
で
す

が
、
簡
単
に
線
描
き
し
た
目
と
灰
色
の
上
塗
り

と
が
溶
け
合
っ
て
、
滲
ん
で
い
る
の
か
と
疑
わ
せ

ま
す
。
ポ
ー
ズ
を
つ
け
て
も
ど
こ
か
不
器
用
な
仕

草
、
う
つ
ろ
な
ボ
デ
ィ
、
加
え
て
派
手
な
化
粧
の

下
の
哀
愁
。「
ピ
エ
ロ
」
と
い
う
設
定
に
即
し
た

夢
二
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
第
一
印
象
と
は
う
ら
は
ら

の
完
璧
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

余
白
に
巧
み
な
罠
を
仕
掛
け
た
夢
二
の
人

形
と
は
異
な
り
、
と
い
う
よ
り
夢
二
の
作
品
が

ち
ょ
っ
と
違
っ
た
風
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
が
、

「
雛
に
よ
す
る
展
覧
会
」に
並
ん
だ
堀
柳
女
や
岡

田
さ
だ
み
な
ど
、
ど
ん
た
く
社
同
人
の
作
品
は
、

前
述
の
と
お
り
、
著
し
く
高
ま
っ
た
感
情
が
主

題
で
あ
り
、
人
形
が
全
身
で
そ
れ
を
表
現
し
て

い
る
も
の
が
目
立
っ
て
い
ま
し
た
。
柳
女
は
自
著

『
人
形
に
心
あ
り
』に
当

時
の
心
境
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
ま
す
。「
そ

の
頃
の
私
た
ち
の
人
形

は
、
先
ず
は
何
よ
り
も

叙
情
と
言
い
ま
す
か
、

苦
悩
と
言
い
ま
す
か
、

と
も
か
く
、
自
分
の
内

部
に
秘
め
ら
れ
て
い
る

気
持
ち〔
中
略
〕
わ
び
し

さ
、
く
る
し
さ
を『
人

形
』
と
い
う
形
式
で
何

と
か
表
現
し
よ
う
と
、

写
実
だ
け
で
は
な
し
に
、
肢
体
を
或
は
歪
め
、
或

は
引
き
伸
ば
し
い
わ
ゆ
る
デ
フ
ォ
ル
メ
の
工
夫
を

こ
ら
し
て
や
っ
て
み
ま
す
。
私
は
自
分
の
心
の
う

た
を
人
形
で
歌
い
上
げ
て
み
た
い
…
と
願
っ
て

参
り
ま
し
た
。」﹇
註
2
﹈。
実
際
、
資
料
な
ど
で
戦

前
の
柳
女
や
岡
田
の
作
品
を
み
る
と
、
長
い
袂

を
振
り
乱
し
な
が
ら
身
を
よ
じ
っ
た
り
、
床
に
く

ず
お
れ
て
袖
口
を
目
に
添
え
た
り
と
、
な
か
な
か

に
過
剰
な
演
出
で
、
柳
女
は
知
人
か
ら「
あ
な
た

の
作
品
を
み
て
い
る
と
こ
め
か
み
が
痛
く
な
る
」

と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

柳
女
は『
人
形
に
心
あ
り
』
の
中
で「
き
た
な

ら
し
い
人
形
」と
い
う
一
瞬
ド
キ
リ
と
さ
せ
る
厳

し
い
批
評
を
自
作
に
向
け
て
放
っ
て
い
ま
す
。

初
期
の
技
術
の
不
足
を
い
い
表
し
た
も
の
か
と

も
思
い
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
読
み
進
め
て
い
く

と
、
ど
う
も
こ
れ
は
感
情
の
描
出
が
極
端
で
あ
っ図1  竹久夢二《ピエロ》昭和初期  個人蔵（東京国立近代美術館寄託）
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た
状
態
を
指
す
よ
う
で
す
。
あ
る
箇
処
に
は「
ひ

と
り
よ
が
り
の
感
情
人
形
」、
ま
た
別
の
ペ
ー
ジ

で
は「
感
情
む
き
出
し
の
、
陰
惨
な
雰
囲
気
」﹇
註

3
﹈
と
書
き
、
そ
れ
で
も「
自
分
自
身
の
方
法
で
、

自
分
の
思
っ
た
ま
ま
を
表
現
し
、
自
分
の
好
き

な
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
は
た
か
ら
何

を
言
わ
れ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
」と
信
念
を
曲
げ

ず
に
い
た
と
柳
女
は
述
懐
し
て
い
ま
す
。

　

図
2
は
堀
柳
女
戦
後
の
代
表
作
の
一
点
で

す
。
細
く
引
き
伸
ば
さ
れ
た
戦
前
の
も
の
と
は

異
な
り
、
高
さ
五
〇
セ
ン
チ
に
及
ぶ
堂
々
と
し
た

体
躯
に
は
芯
が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
違
い
に
は

ま
ず
、
彫
塑
か
ら
木
彫
と
い
う
技
法
上
の
変
化

が
指
摘
で
き
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
大
き
な
塊

を
彫
り
出
し
た
そ
の
像
か
ら
は
、
生
々
し
い
情

念
の
揺
ら
ぎ
が
払
拭
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

ま
す
。
戦
前
の
身
も
だ
え
す
る
よ
う
な
人
形
の

仕
草
を
、
制
作
の
道
を
探
求
し
て
苦
悩
す
る
作

者
の
現う

つ

身し
み

と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
感

情
を
一
方
的
に
吐
き
散
ら
す
状
態
で
は
、
そ
れ

に
同
調
し
な
け
れ
ば
、「
こ
め
か
み
が
痛
く
な
る
」

と
は
い
い
得
て
妙
、
ノ
イ
ズ
以
外
の
何
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
著
書
に
引

用
し
た
時
点
で
、
柳
女
に
は
そ
の
こ
と
が
確
か
に

納
得
で
き
た
の
で
す
。
柳
女
の
下
絵
を
み
る
と
、

鉛
筆
で
も
筆
で
も
簡
潔
な
線
で
イ
メ
ー
ジ
を
捉

え
る
力
に
驚
か
さ
れ
、描
線
そ
の
も
の
の
魅
力
も

抜
群
で
す
。
闇
雲
に
走
る
勢
い
で
創
作
に
入
り
、

そ
れ
は「
人
形
芸
術
」と
い
う
造
形
分
野
を
求
め

る
雰
囲
気
と
ぴ
っ
た
り
適
合
し
た
も
の
の
、
近
視

眼
的
な
喜
び
に
留
ま
る
柳
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
戦
後
の
柳
女
は
し
ば
し
ば
江
戸
期
や

異
国
の
風
俗
を
主
題
と
し
ま
し
た
が
、
距
離
の

介
在
は
作
品
を
生
々
し
さ
か
ら
生
き
生
き
と
み

せ
、
情
念
直
截
な
迸
り
を〝
情
趣
〞へ
と
置
換
さ

せ
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
人
形
は
、
情
念
の
演
者
と
い
う
よ

り
、
情
念
を
受
け
入
れ
る
器
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。《
ピ
エ
ロ
》は
余
白
で
人

の
関
与
を
誘
い
ま
し
た
が
、《
瀞と

ろ

》
は
作
者
自
身

や
鑑
賞
者
の
想
い
を
そ
の
身
に
湛
え
て
ア
ル
カ

イ
ッ
ク
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
ま
す
。一
方
向
に

突
出
す
る
感
情
を
示
さ
な
い
か
ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ

ま
に
変
化
す
る
感
情
を
投
影
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
境
地
に
お
い
て
、

本
作
で
は
聖
俗
が
瞬
時
に
入
れ
替
わ
る
、
き
わ

め
て
日
本
的
な
文
化
の
特
徴
が
濃
厚
に
な
っ
た

こ
と
を
興
味
深
く
思
い
ま
す
。
遊
女
が
一
転
普

賢
菩
薩
に
化
身
す
る
能
の「
江
口
」
の
よ
う
に
、

「
実
は
○
○
」と
い
う
仕
掛
け
が
日
本
の
芸
能
で

は
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
形
と
い
う
も

の
も
神
霊
の
代
わ
り
か
ら
玩
具
、
畏
怖
か
ら
慈

し
み
の
対
象
ま
で
、
変
幻
自
在
に
意
味
内
容
を

転
化
さ
せ
ま
す
。
そ
う
し
て《
瀞
》を
眺
め
る
と
、

極
端
に
長
い
上
腕
に
作
者
が
衆
生
を
救
う
菩
薩

を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。
実

際
、
人
形
に
心
を
慰
め
ら
れ
る
人
も
少
な
く
な

い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
宗
教
は
介
さ

ず
、
も
っ
と
個
人
的
な
、
そ
し
て
日
常
的
な
拠
り

所
と
し
て
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
人
形
と
い
う
存

在
の
陰
影
を
深
め
て
い
ま
す
。

（
工
芸
館
主
任
研
究
員
）図2  堀柳女《瀞》1957年  東京国立近代美術館蔵


