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相
対
取
引
と
絵
画
鑑
賞
の
補
助
線
─
ア
ー
ト
経
済
学
を
研
究
す
る

　

こ
の
度
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
令
和
三
年
度
第
六
回
商
経
学
会

研
究
発
表
会（
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
）に
て
、
片
山
隆
男
教
授
の
ご

紹
介
の
も
と
、「
顧
客
と
画
商
に
よ
る
絵
画
の
相
対
取
引
に
つ
い
て
：
簡

単
な
図
解
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
研
究
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
の
モ
デ
ル
は
、
一
点
も
の
新
作
ア
ー
ト
作
品
が
画
商
に
よ
り

販
売
さ
れ
る
と
き
、
経
済
学
の
教
科
書
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
価
格
を
縦

軸
に
、
数
量
を
横
軸
に
と
っ
た「
価
格
―
数
量
平
面
」
の
数
量
1
の
と
こ

ろ
で
、
価
格
ゼ
ロ
か
ら
支
払
意
思
額
の
最
大
値
ま
で
垂
直
に
描
か
れ
た
買

い
手
の
需
要
曲
線
と
、
簡
単
化
の
た
め
に
生
産
者
余
剰
で
あ
る
利
潤
を
ゼ

ロ
と
す
る
と
き
の
販
売
価
格
か
ら
上
方
に
垂
直
に
描
か
れ
た
売
り
手
の
供

給
曲
線
が
重
な
る
部
分
を「
価
格
交
渉
帯
」
と
呼
び
、
こ
の
価
格
交
渉
帯

に
お
い
て
、
買
い
手
で
あ
る
顧
客
の「
買
い
た
い
・
買
い
た
く
な
い
」
と

い
う
取
引
態
度
と
、売
り
手
で
あ
る
画
商
の「
売
り
た
い
・
売
り
た
く
な
い
」

と
い
う
取
引
態
度
を
組
み
合
わ
せ
た
四
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
顧
客
の

消
費
者
余
剰
と
画
商
の
生
産
者
余
剰
が
相
対（
あ
い
た
い
）取
引
を
通
じ

て
と
も
に
等
し
く
な
る
均
衡
余
剰
価
格
の
決
定
を
、
図
解
に
よ
り
示
し
た

も
の
で
す（
鎌
苅（
二
〇
二
〇
）四
十
頁
の
図
１
に
加
筆
し
ま
し
た
図
１
は

「
買
い
た
い
・
売
り
た
い
」
の
ケ
ー
ス
）。

　

こ
の
顧
客
と
画
商
の
交
渉
取
引
モ
デ
ル
の
利
点
は
、
例
え
ば
、「
買
い

た
い
・
売
り
た
く
な
い
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
は
、
価
格
交
渉
帯
に
お

け
る
均
衡
余
剰
価
格
の
値
は
相
対
的
に
高
く
な
り
、「
買
い
た
く
な
い
・

売
り
た
い
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
は
、
そ
れ
は
低
く
な
る
と
い
う
蓋
然

性
の
高
い
交
渉
取
引
の
事
例
を
図
解
で
説
明
で
き
る
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
、
顧
客
と
画
商
の
取
引
態
度
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て

ま
と
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
鎌
苅（
二
〇
二
〇
）四
八
頁
の
図
６
に
加
筆

し
ま
し
た
図
2
は
、
縦
軸
に
余
剰
の
値
、
横
軸
に
価
格
を
と
っ
た「
余
剰

―
価
格
平
面
」
に
お
い
て
、
交
渉
取
引
を
通
じ
て
事
後
的
消
費
者
余
剰
と

事
後
的
生
産
者
余
剰
が
と
も
に
等
し
く
な
る
均
衡
余
剰
の
値（
高
さ
）を

も
た
ら
す
四
つ
の
領
域
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
均
衡
余

剰
の
値
に
対
応
す
る
均
衡
余
剰
価
格
が
横
軸
に
示
さ
れ
ま
す
。
以
上
の
事

柄
か
ら
、
次
の
命
題
を
得
ま
す（
鎌
苅（
二
〇
二
〇
）四
九
頁
）。

　

命
題「
顧
客
と
画
商
の
双
方
が
売
買
に
積
極
的
で
あ
る
場
合（
領
域

1
）、
あ
る
い
は
、
画
商
の
み
が
売
買
に
積
極
的
で
あ
る
場
合（
領
域
2
）、

セ
ッ
ト
販
売
で
の
取
引
価
格
は
相
対
的
に
低
く
抑
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ

り
、そ
の
一
方
で
、顧
客
と
画
商
の
双
方
が
売
買
に
消
極
的
で
あ
る
場
合（
領

域
4
）、あ
る
い
は
、顧
客
の
み
が
売
買
に
積
極
的
で
あ
る
場
合（
領
域
3
）、

セ
ッ
ト
販
売
で
の
取
引
価
格
は
相
対
的
に
高
騰
す
る
傾
向
に
あ
る
。」

　

こ
の
研
究
で
は
、
均
衡
余
剰
価
格
を
定
義
す
る
際
に
、
販
売
価
格
に

は
当
初
、
利
潤
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
画
商
の
生
産
者
余

剰
が
ゼ
ロ
と
い
う
状
況
を
想
定
し
、
販
売
価
格
が
顧
客
に
示
さ
れ
て
か

鎌
苅
宏
司

興
奔趣
走
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ら
の
交
渉
取
引
を
通
じ
て
と
い
う
意
味
で「
余
剰
―
価
格
平
面
」
の
導

入
と
い
う
補
助
線
を
用
い
て
事
後
的
に
あ
る
い
は
追
加
的
に
生
じ
た
生

産
者
余
剰
と
消
費
者
余
剰
が
効
用
ベ
ー
ス
で
と
も
に
等
し
く
な
る
と
き

の
価
格
と
し
ま
し
た
が
、
通
常
は
交
渉
取
引
の
当
初
よ
り
販
売
価
格
に

プ
ラ
ス
の
利
潤
と
い
う
画
商
の
生
産
者
余
剰
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
プ
ラ
ス
の
生
産
者
余
剰
と
交
渉
取
引
を
通
じ
て
発
生
す
る
追
加

図1　顧客と画商がともに売買に積極的なケース

   図2　顧客と画商の取引態度による四つのケース
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的
な
生
産
者
余
剰
の
合
計
値
と
、
顧
客
の
消
費
者
余
剰
が
相
対
取
引
と

い
う
交
渉
取
引
を
通
じ
て
効
用
ベ
ー
ス
で
等
し
く
な
る
と
き
の
価
格
を

も
っ
て
均
衡
余
剰
価
格
と
定
義
す
る
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
る
た
め
、

当
初
利
潤
が
ゼ
ロ
と
い
う
仮
定
を
緩
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
図
は
少

し
汚
く
な
り
ま
す
が
、「
余
剰
―
価
格
平
面
」
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
で

プ
ラ
ス
の
生
産
者
余
剰
の
存
在
を
明
示
で
き
る
と
と
も
に
、
先
の
モ
デ

ル
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
画
商
の
値
引
き
行
動
や
消
費
税
の
実
質
的
な

負
担
部
分
も
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
モ
デ
ル
の
背
景
を
述
べ
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
ア
ー
ト
作
品
の

取
引
に
際
し
て
、
複
数
点
制
作
さ
れ
る
版
画
や
C
G
画
像
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
ナ
ン
バ
ー
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基

本
的
に
ア
ー
ト
作
品
は
一
点
し
か
な
く
、
ア
ー
ト
作
品
の
分
割
可
能
性
を

仮
定
し
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
ト
作
品
の
市
場
に
お
い
て
そ
の

取
引
数
量
は
一
つ
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
モ
デ
ル
に
教
科
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
右
下
が
り
の
需
要
曲
線
を
持
ち
込
む
と
、
顧
客
は
、
販
売

価
格
が
い
く
ら
で
あ
ろ
う
と
も
垂
直
の
供
給
曲
線
と
交
わ
る
一
つ
だ
け
の

価
格
で
し
か
当
該
ア
ー
ト
作
品
を
購
入
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
表
し
ま

す
。
そ
の
場
合
、
画
商
は
プ
ラ
ス
の
生
産
者
余
剰
の
範
囲
内
で
そ
の
価
格

で
販
売
す
る
か
否
か
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ク

ル
ー
ア
の
古
典
的
論
文
に
お
い
て
生
産
者
が
個
別
物
品
税
を
全
額
負
担
す

る
こ
と
と
同
じ
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
売
り
手
で
あ
る
画
商
は
、
硬
直
的
な
販
売
価
格
を
設
定
す

る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
ア
ー
ト
作
品
を
制
作
す
る
画
家
の
将
来
の
人

気
低
下
に
よ
る
販
売
価
格
の
引
き
下
げ
の
可
能
性
が
低
く
な
ら
な
い
限

り
、
言
い
換
え
る
と
、
画
家
の
描
く
作
品
を
必
ず
購
入
す
る
熱
心
な
顧
客

が
つ
か
な
い
と
販
売
価
格
を
引
き
上
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
回
避
行

動
と
、
作
品
を
販
売
す
る
際
の「
号
あ
た
り
い
く
ら
」
と
い
う
取
引
相
場

の
改
定
に
伴
う
メ
ニ
ュ
ー
コ
ス
ト
の
存
在
に
よ
り
、
画
商
は
そ
の
と
き
ど

き
の
需
給
状
況
に
応
じ
て
販
売
価
格
を
変
動
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

持
た
な
い
か
ら
で
す
。

　

ゆ
え
に
、
新
作
ア
ー
ト
作
品
の
市
場
で
は
、
完
全
競
争
市
場
で
の
相
場

に
よ
る
需
給
調
整
は
な
じ
ま
ず
、
例
え
ば
、
卸
売
市
場
で
の
仲
卸
業
者
と

小
売
業
者
が
個
別
に
交
渉
す
る「
相
対
取
引
」
と
い
う
交
渉
取
引
を
基
礎

と
し
て
、
新
作
ア
ー
ト
作
品
と
と
も
に
そ
の
他
の
作
品
も
セ
ッ
ト
で
販
売

す
る「
セ
ッ
ト
販
売
」
を
行
う
こ
と
で
、
事
実
上
の
販
売
価
格
の
上
昇
に

よ
り
画
商
は
新
た
な
利
益
で
あ
る
追
加
的
な
生
産
者
余
剰
を
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
た
わ
た
し
は
、
競
合
す
る
コ
レ
ク
タ
ー
を
排
除
す
る

た
め
に
画
商
に「
セ
ッ
ト
販
売
」
を
持
ち
か
け
、
あ
た
か
も
価
格
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
機
能
し
て
最
も
高
い
購
入
価
格
を
提
案
す
る
買
い
手
の
よ
う
に
振

る
舞
う
こ
と
で
画
商
を
説
得
し
、
意
中
の
作
品
を
購
入
し
て
き
ま
し
た
。

　

な
お
、
上
記
の
モ
デ
ル
で
は
、「
セ
ッ
ト
販
売
」
す
る
際
の
そ
の
他
の
作

品
に
つ
い
て
は
、
画
商
の
売
上
に
こ
そ
な
る
も
の
の
、
顧
客
に
つ
い
て
は

そ
の
他
の
作
品
が
有
す
る
価
値
と
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
再
販

売
価
格
を
ゼ
ロ
と
仮
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
分
析
を
簡
単
に
す
る
た

め
の
仮
定
で
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
モ
デ
ル
は
、
専
門
誌
で
は
な
く
現
実
を
見
た
ら
、
と
い

う
当
時
の
同
僚
の
ひ
と
言
が
き
っ
か
け
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年

代
ま
で
の
ア
イ
デ
ア
豊
富
な
古
き
良
き
時
代
の
経
済
学
に
強
く
ひ
か
れ

る
一
方
で
、
最
新
の
専
門
誌
を
見
な
が
ら
研
究
テ
ー
マ
を
探
す
こ
と
に

い
さ
さ
か
疲
れ
て
い
た
当
時
の
わ
た
し
に
は
朗
報
で
し
た
。
加
え
て
、

二
〇
〇
四
年
か
ら
市
川
伸
彦
氏（
一
九
五
九
─
）の
作
品
一
五
一
点
を
含

む
三
百
余
点
も
の
幻
想
細
密
画
を
集
め
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
コ
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レ
ク
シ
ョ
ン
を
ど
う
処
分
す
る
か
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
思
い

も
あ
り
、
紙
と
ペ
ン
だ
け
で
ア
ー
ト
作
品
を
め
ぐ
る
画
商
と
顧
客
の
交
渉

取
引
を
モ
デ
ル
に
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
モ
デ

ル
の
図
解
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
で
し
た
か
ら
、
既
に

世
界
の
ど
こ
か
で
誰
か
が
用
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と
モ
デ
ル
を
作
っ
て

か
ら
専
門
誌
を
探
し
ま
し
た
が
、
探
し
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
て
、
話
を
研
究
会
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
研
究
報
告
の
最
後
に
フ
ロ

ア
ー
か
ら
手
が
挙
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
は
市
川
伸
彦
さ
ん
の

作
品
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
市
川
作
品
の
ど
こ

に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
か
、
と
い
う
主
旨
の
ご
質
問
で
し
た
。
モ

デ
ル
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
少
し
慌
て
て
し
ま
い
、
市
川
作

品
は
、
例
え
ば
、
未
成
立
の
犯
罪
が
描
か
れ
て
お
り
、
妖
精
や
有
象
無
象

な
ど
作
品
世
界
の
住
人
た
ち
の
行
動
が
鑑
賞
者
の
側
か
ら
窃
視
の
視
線
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。「
二
等

客
室
」
と
い
う
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
に
彩
色
し
た
作
品
で
は
、

男
の
乗
客
が
隣
で
眠
っ
て
い

る
男
の
胸
元
か
ら
ハ
ー
ト
あ

る
い
は
ハ
ー
ト
型
の
財
布
を

抜
き
取
る
様
子
が
描
か
れ
て

お
り
、
そ
の
犯
罪
的
行
為
に

対
し
て
窓
際
に
座
る
エ
ロ
ス

と
タ
ナ
ト
ス
の
象
徴
で
あ
る

娼
婦
と
、
ロ
ゴ
ス
の
象
徴
で

あ
る
書
物
を
食
べ
る
山
羊
と

し
て
描
か
れ
た
学
者
と
、
ア

モ
ー
レ
の
象
徴
と
し
て
溶
け

合
う
よ
う
に
眠
る
恋
人
た
ち

は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
る

か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

市川伸彦　「二等客室」　190mm×210mm　紙に鉛筆･色鉛筆　2003年
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か
ら
…
…
、
な
ど
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
お
答
え
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
な
ぜ
わ
た
し
が
市
川
伸
彦
氏
の
幻
想
細
密
画
を
集

め
て
き
た
の
か
を
鎌
苅（
二
〇
一
八
）に
依
拠
し
て
述
べ
る
こ
と
で
ご
質

問
の
お
答
え
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
二
等
客
室
」と
い
う
絵
画
は
、市
川
氏
が
二
度
目
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
訪
れ
た
際
、
列
車
で
旅
行
を
す
る
と
き
は
見
知
ら
ぬ
男
か
ら
飲
み
物

を
勧
め
ら
れ
て
も
飲
ん
で
は
い
け
な
い
、
と
い
う
話
を
も
と
に
制
作
し
た

作
品
で
、
満
員
の
二
等
客
室
で
毒
リ
ン
ゴ
あ
る
い
は
眠
り
薬
の
入
っ
た
飲

み
物
に
よ
っ
て
眠
り
こ
け
て
い
る
男
の
懐
か
ら
隣
の
男
が
赤
く
彩
色
さ
れ

た
ハ
ー
ト
あ
る
い
は
ハ
ー
ト
形
の
財
布
を
盗
も
う
と
し
て
い
る
瞬
間
を
描

い
て
い
ま
す（
画
像
参
照
）。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、
眠
ら
さ
れ
て
い
る

男
は
木
偶
人
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
窃
盗
と
い
う
犯
罪
は
成
立
し
て
い
ま

せ
ん
。こ
の
こ
と
が
作
品
に
面
白
さ
と
意
味
の
多
層
性
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
木
偶
人
形
は「
二
等
客
室
」
と
同
じ
二
○
〇
三
年
に
制
作
さ
れ
た

「
い
か
さ
ま
師
」や「
バ
ー
ス
デ
イ
」に
も
描
か
れ
て
い
ま
す（
画
像
参
照
）。

前
者
で
は
、
い
か
さ
ま
師
の
ト
ラ
ン
プ
の
相
手
を
し
て
い
る
二
人
の
人
物

が
木
偶
人
形
で
あ
る
こ
と
か
ら「
い
か
さ
ま
」
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
後

者
で
は
、
誕
生
会
の
参
加
者
の
一
人
が
木
偶
人
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
誕

生
日
を
祝
う
人
物
が「
水
増
し
」
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
鑑

賞
す
る
わ
た
し
た
ち
の（
窃
視
の
）視
線
の
先
に「
犯
罪
」
は
成
立
し
て
お

ら
ず
、
そ
こ
に
は
他
者
の
ま
な
ざ
し
を
想
定
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で

極
め
て
私
的
な「
遊
び
」
や「
戯
れ
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

二
等
客
室
の
他
の
乗
客
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
窓
枠
に
肩
肘
を

つ
い
て
車
窓
越
し
に
景
色
を
眺
め
て
い
る
骨
の
帽
子
を
被
っ
た
裸
の
若
い

女
性
は
娼
婦
で
あ
り
、
タ
ナ
ト
ス（
死
）と
エ
ロ
ス（
肉
欲
）を
表
し
て
い

ま
す
。
次
に
、
彼
女
と
向
か
い
合
っ
た
席
に
は
書
物
を
読
み
つ
つ
食
べ
て

い
る
山
羊
が
座
っ
て
お
り
、
彼
は
知
の
消
費
者
で
あ
る
学
者
で
あ
り
、
ロ

ゴ
ス（
理
性
）を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
の
隣
に
い
る
の
は
、
う

た
た
寝
を
し
て
い
る
溶
け
合
う
ほ
ど
に
一
心
同
体
化
し
た
恋
人
た
ち
で
あ

り
、
パ
ト
ス（
情
熱
）と
エ
ロ
ス（
純
愛
）を
表
し
て
い
ま
す
。

　

彼
ら
、
タ
ナ
ト
ス
と
エ
ロ
ス
、
ロ
ゴ
ス
、
パ
ト
ス
と
エ
ロ
ス
を
表
象
す

る
乗
客
た
ち
は
、
二
等
客
室
に
乗
り
合
わ
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
の

う
ち
誰
一
人
と
し
て
ハ
ー
ト
あ
る
い
は
ハ
ー
ト
形
の
財
布
を
盗
も
う
と
し

て
い
る
男
の
犯
罪
的
行
為
を
目
撃
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
窃
盗

に
対
し
て
、
死
と
肉
欲
、
理
性
、
そ
し
て
情
熱
と
純
愛
は
無
縁
で
あ
り
無

関
心
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
作
品
を
解
釈
す
る
た
め
に「
補
助
線
」
を
用
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
哲
学
者
中
村
雄
二
郎（
一
九
八
八
）に
な
ら
い
、
善
と
は
一
定
の
秩

市川伸彦　「いかさま師」
164mm×164mm　紙に鉛筆･色鉛筆　2001年（2003年に加筆）
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序
や
安
定
し
た
関
係
に
お
け
る
活
動
力
を
増
進
す
る
記
述
可
能
な「
も
の
」

や「
こ
と
」
で
あ
り
、
悪
と
は
そ
の
反
対
で
、
反
理
性
的
す
な
わ
ち
自
然

的
で
あ
り
、
そ
れ
は
秩
序
や
安
定
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
ル
ナ
テ
ィ
ッ
ク

で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
あ
る
い
は
集
団
の
活
動
力
を
削
ぐ「
も
の
」
や

「
こ
と
」
で
あ
る
、
と
定
義
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
犯
罪
行
為
と
い
う

悪
の
前
に
、
死
と
理
性
は
目
を
逸
ら
し
、
肉
欲
と
情
熱
と
純
愛
は
元
来
人

間
に
備
わ
っ
て
い
る
自
然
的
な「
も
の
」
や「
こ
と
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ら
は
社
会
規
律
や
社
会
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
通
じ
て
近
代
社
会
に
お
け

る「
法
の
支
配
」
か
ら
の
逃
走
を
う
な
が
し
ま
す
。

　

し
か
し
こ
こ
で
、
タ
ナ
ト
ス
と
エ
ロ
ス
、
ロ
ゴ
ス
、
パ
ト
ス
と
エ
ロ
ス

を
表
象
す
る
乗
客
た
ち
は
、
眠
り
こ
け
て
い
る
男
か
ら
ハ
ー
ト
あ
る
い
は

ハ
ー
ト
形
の
財
布
を
奪
お
う
と
す
る
男
の
行
為
を
犯
罪
と
し
て
現
認
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
犯
罪
的
行
為
は「
悪
に
近
い
が
悪
で
は
な
い
」

と
い
う
社
会
規
律
や
社
会
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
論
じ
る
行
為
の
彼
岸
に
あ

り
、
論
じ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
わ
た
し
た
ち
は
気

づ
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
眠
り
こ
け
て
い
る
男
が
木
偶
人
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
犯
罪
行

為
が
成
立
し
て
い
な
い
た
め
、
本
作
品
は
事
件
性
を
告
発
す
る
必
要
の
な

い「
寓
話
」
あ
る
い
は「
戯
画
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま

す
。
そ
し
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
同
じ
二
等
客
室
に
乗
り
合
わ
せ
て
い
る

他
の
乗
客
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
で
し
ょ
う
。

　

犯
罪
的
行
為
と
い
う
社
会
規
律
や
社
会
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
示
唆
す
る

モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
悪
の
表
象
を
試
み
つ
つ
も
、
そ
こ
に
悪
を
成
立
さ

せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
し
て
そ
れ
を「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
に
描
か
れ

た
ウ
サ
ギ
と
カ
エ
ル
の
戯
れ
の
よ
う
な「
戯
れ
事
」
と
し
て
描
く
と
こ
ろ

に
、
幻
想
細
密
画
を
能
く
す
る
市
川
伸
彦
氏
が
絵
画
に
仕
組
ん
だ
意
味
の

多
層
性
と
面
白
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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用
文
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：
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鎌
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宏
司（
二
〇
一
八
）「
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─
」
千
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文
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団
編

『
千
里
眼
』
第
一
四
三
号
、
二
五
五
頁
～
二
六
六
頁
。

・
鎌
苅
宏
司（
二
〇
二
〇
）「
顧
客
と
画
商
の
絵
画
取
引
に
つ
い
て
：
価
格
交
渉
帯
の

図
示
と
均
衡
余
剰
価
格
の
決
定（
Ⅱ
）」
大
阪
学
院
大
学
通
信
教
育
部
編『
大
阪
学

院
大
学
通
信
』
第
五
一
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第
六
号
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五
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～
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七
頁
。
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村
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郎（
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九
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八
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の
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で
あ
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題
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―
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物
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）
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