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日
本
山
岳
画
協
会
展
開
催
に
あ
た
っ
て

日
本
山
岳
画
協
会

日
本
山
岳
画
協
会
は
､
好
ん
で
山
を

描
-
画
家
の
集
団
と
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ

の
道
に
精
進
し
て
い
た
人
々
を
横
に
連

ね
て
､
互
い
に
親
し
み
を
増
し
'
作
画

に
も
､
発
表
に
も
便
宜
を
加
え
､
鑑
賞

や
研
鐙
の
機
会
を
多
-
し
よ
う
と
い
う

目
的
で
発
足
い
た
し
ま
し
た
｡

足
立
源
一
郎
､
中
村
清
太
郎
､
石
井

鶴
三
へ
茨
木
猪
之
吉
等
を
創
立
会
員
と

し
て
発
足
以
来
､
本
年
で
五
十
八
年
に

な
り
ま
し
た
｡

題
材
は
､
狭
-
山
岳
と
絞
ら
ず
､
山

麓
も
､
山
に
生
き
る
動
植
物
､
山
に
か

ら
む
民
話
伝
説
､
天
象
'
人
の
生
活
ま

で
広
-
題
材
を
求
め
て
い
ま
す
｡

毎
年
一
回
､
東
京
に
お
い
て
定
例
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
が
､
こ
の
た
び
大

町
山
岳
博
物
館
の
ご
協
力
に
よ
り
ま
し

て
特
別
展
を
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま

し
た
｡今

回
は
特
に
大
町
市
制
四
十
周
年
の

記
念
の
年
で
あ
り
'
ご
来
館
の
皆
様
に

ご
高
覧
い
た
だ
け
ま
す
こ
と
を
､
大
変

幸
せ
な
こ
と
と
深
-
喜
び
を
感
じ
て
い

る
次
第
で
す
｡

こ
の
好
機
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と

は
'
大
町
山
岳
博
物
館
の
ご
好
意
と
ご

協
力
の
賜
物
と
､
心
よ
-
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
す
｡
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館物博ど山

｢
山
の
描
き
方
｣

関

　

戸

　

紹

　

作

山
の
美
し
さ
､
雰
囲
気
に
魅
せ
ら
れ
て
､
山
に
登

る
者
が
増
え
て
来
た
昨
今
､
そ
の
美
し
き
を
自
分
な

り
の
技
量
で
ス
ケ
ッ
チ
し
て
お
き
た
い
｡
そ
う
い
う

山
の
愛
好
家
を
対
象
に
､
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
す

が
｢
山
の
描
き
方
｣
に
つ
い
て
解
説
を
試
み
て
み
よ

う
と
思
い
ま
す
｡

【
絵
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
】

こ
の
こ
と
は
'
絵
を
始
め
る
者
に
と
っ
て
は
大
切

な
こ
と
な
の
で
'
く
ど
い
よ
う
で
す
が
少
し
紙
数
を

多
く
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

●
｢
絵
を
描
き
た
い
と
思
う
の
で
､
描
き
方
を
教
え

て
ほ
し
い
｡
｣
と
言
っ
て
来
る
方
が
多
く
な
り
ま
し
た
｡

｢
鉛
筆
は
ど
ん
な
鉛
筆
で
｣
｢
杉
の
木
は
何
色
と
何

色
を
混
ぜ
た
ら
｣
 
｡
た
し
か
に
経
験
者
か
ら
技
術
的

な
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
描
け
ば
'
経
験
者
が
苦
労
し

た
時
間
と
労
力
が
は
ぶ
け
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
｡

し
か
し
｢
絵
を
描
-
｣
と
い
う
こ
と
は
､
自
分
の
得

た
感
動
や
感
情
を
訴
え
る
作
為
で
あ
っ
て
､
そ
の
こ

と
自
体
が
'
ひ
と
つ
ひ
と
つ
未
知
へ
の
新
し
い
試
み

で
あ
る
わ
け
で
す
｡
で
す
か
ら
､
技
法
を
修
得
す
る

方
法
も
､
経
験
者
が
各
々
が
開
い
た
技
法
を
学
ぶ
と

同
時
に
｢
自
分
で
工
夫
し
､
試
み
る
｣
心
掛
け
が
何

よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

え
て
し
て
'
失
敗
を
恐
れ
る
が
た
め
に
経
験
者
か

ら
教
え
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
失
敗

を
恐
れ
る
と
､
そ
の
失
敗
の
本
当
の
意
味
が
理
解
で

き
な
い
ま
ま
､
き
れ
い
事
の
絵
を
描
く
こ
と
で
終
わ

っ
て
し
ま
い
､
本
当
の
進
歩
は
望
め
な
い
こ
と
に
も

な
り
ま
す
｡

え
な
い
物
の
説
明
描
写
に
過
ぎ
な
い
絵
が
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
は
｢
描
き
方
の
要
領
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
'
う

ま
い
絵
が
描
け
る
｣
と
い
う
認
識
の
結
果
の
絵
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

ま
た
一
方
に
は
､
一
見
､
稚
拙
と
思
え
る
描
き
方

で
あ
っ
て
も
､
見
る
者
の
心
を
ゆ
き
ぶ
る
作
品
に
会

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
ふ
た
つ
の
絵
の
違
い
が

ど
こ
か
ら
生
れ
る
の
か
考
え
る
こ
と
が
大
切
と
思
い

ま
す
｡
こ
の
こ
と
は
'
画
家
生
涯
の
課
題
で
も
あ
る

わ
け
で
す
が
｡

●
こ
う
考
え
て
み
る
と
､
指
導
書
や
指
導
者
と
の
出

合
い
が
大
切
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
で
し
ょ
う
｡

よ
く
､
絵
の
入
門
書
を
何
冊
か
読
ん
で
絵
を
始
め
'

誤
っ
た
概
念
を
も
ち
､
悪
い
癖
が
な
お
せ
ず
行
き
づ

ま
る
例
が
あ
り
ま
す
｡
入
門
書
を
読
む
場
合
へ
効
果

を
急
ぐ
気
持
ち
か
ら
､
絵
画
の
本
質
を
説
い
て
い
る

頁
ほ
と
ば
し
で
､
明
暗
の
描
き
方
､
色
の
作
り
方
等
､

技
法
面
の
み
を
読
ん
で
､
そ
れ
で
勉
強
し
て
い
る
と

考
え
て
い
る
人
が
お
り
ま
す
｡
こ
れ
は
､
文
字
通
り

本
末
転
倒
で
､
｢
仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず
｣
の
結
果
を

招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

こ
の
こ
と
は
､
先
生
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
｡
本

な
い
と
不
安
を
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
､
学
ん

で
い
る
道
が
､
絵
画
の
本
質
を
求
め
る
道
か
ら
は
ず

れ
て
い
る
道
で
な
い
か
､
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
も

大
切
で
す
｡
｢
絵
画
の
本
質
｣
 
｡
そ
れ
は
む
ず
か
し
い

こ
と
で
手
短
か
に
説
明
で
き
ま
せ
ん
が
､
先
輩
の
考

え
を
間
い
た
り
､
良
い
作
品
を
見
る
こ
と
で
､
だ
ん

だ
ん
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
｡

〔
道
具
に
つ
い
て
〕

鉛
筆
か
ら
泊
え
の
ぐ
ま
で
｡
そ
れ
だ
け
で
割
り
当

て
の
紙
面
を
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
､
こ
の
項
は
､

〔
現
場
で
描
く
〕
項
で
ふ
れ
､
不
十
分
な
点
は
後
記

の
参
考
図
書
で
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
さ
せ
て
も
ら
い
ま

す
｡
そ
れ
も
､
自
分
で
工
夫
､
開
発
す
る
足
が
か
り
､

と
解
釈
し
て
い
た
だ
-
こ
と
が
前
提
で
す
｡

〔
現
場
で
描
-
〕

写
真
だ
け
撮
っ
て
来
て
､
そ
れ
を
見
な
か
ら
絵
に

す
る
､
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
､
現
場
で
'
画
面
を

構
成
す
る
雰
囲
気
'
印
象
を
し
っ
か
り
把
え
る
写
生

を
す
す
め
ま
す
｡
そ
れ
は
､
個
々
の
対
象
を
丁
寧
に

描
い
て
も
へ
全
体
の
雰
囲
気
へ
色
調
､
強
く
印
象
に

残
る
美
し
き
を
､
心
で
と
ら
え
て
な
け
れ
ば
､
絵
に

な
ら
な
い
､
説
明
的
な
も
の
に
終
わ
る
か
ら
で
す
｡

●
｢
う
ま
い
絵
｣
と
｢
よ
い
絵
｣
を
考
え
る
｡

｢
絵
は
簡
単
だ
よ
｡
描
き
方
の
要
領
を
教
わ
れ
ば
､

後
は
自
分
で
描
い
て
い
れ
ば
そ
の
内
に
う
ま
く
な

る
｡
｣
た
し
か
に
そ
の
こ
と
は
'
早
い
､
お
そ
い
は

あ
っ
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
と
思
い
ま
す
｡
し
か
し

｢
う
ま
い
絵
｣
と
｢
よ
い
絵
が
描
け
る
｣
と
い
う
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
か
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
｡

例
え
ば
､
画
面
の
隅
々
ま
で
個
々
の
物
を
克
明
に

上
手
に
描
い
て
い
な
が
ら
へ
　
こ
の
人
は
ど
ん
な
こ
と

に
感
激
し
て
描
い
た
の
か
な
と
思
え
る
'
感
動
を
訴

人
の
感
激
:
小
僧
も
考
え
ず
､
や

れ
構
図
が
悪
い
､
色
の
ぬ
り
方
が

悪
い
と
か
へ
あ
げ
く
の
は
て
は
筆

を
と
っ
て
作
品
に
手
を
つ
け
て
し

ま
う
人
が
い
ま
す
｡
絵
は
描
く
人

の
心
の
感
激
､
心
情
の
表
現
で
す

か
ら
へ
学
ぶ
人
の
い
い
と
こ
ろ
を

見
つ
け
出
し
､
そ
れ
を
伸
ば
し
て

く
れ
る
先
生
に
つ
く
こ
と
が
大
切

で
す
｡
入
門
書
と
同
じ
で
､
構
図

の
こ
と
､
着
彩
の
こ
と
な
ど
技
法

を
直
接
教
わ
ら
な
い
と
､
教
え
て

も
ら
っ
て
い
な
い
､
進
歩
し
て
い
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甲斐駒　江村嘉一(筆ペン)

鉛
筆
･
コ
ン
テ
で

山
の
形
も
､
裾
を
ひ
い
た
よ
う
な
姿
｡
体
内
か
ら

筋
肉
が
も
り
あ
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
､
若
さ
を

感
ず
る
姿
｡
人
体
同
様
に
'
色
々
な
姿
を
感
じ
ら
れ

ま
す
｡
芯
の
太
さ
､
硬
軟
を
使
い
わ
け
で
､
山
稜
の

線
を
描
き
わ
け
､
山
の
性
格
を
把
え
て
み
ま
す
｡

ま
た
､
制
作
の
過
程
で
前
景
に
樹
木
等
を
描
い
て
､

遠
近
間
を
出
す
試
み
を
し
ま
す
が
､
そ
れ
は
､
山
を

主
体
と
す
る
か
､
中
寮
､
前
景
に
主
体
が
移
ろ
か
の

問
題
と
も
か
ら
ん
で
き
ま
す
｡
あ
く
ま
で
､
｢
主
題

ンペンイサ

を
効
果
的
に
表
現
す
る
目
｣
で
構
図
は
考
え
る
こ
と

で
す
｡ま

た
､
目
立
つ
色
と
明
か
る
さ
と
を
混
同
す
る
こ

と
が
あ
り
､
色
を
ぬ
る
描
写
で
､
遠
近
感
が
出
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
｡
明
度
で
正
確
に
肥
え
る
目
の
訓

練
の
た
め
に
も
､
単
色
で
ス
ケ
ッ
チ
す
る
仕
事
は
大

切
に
し
た
い
も
の
で
す
｡

ボ
ー
ル
ペ
ン
･
サ
イ
ン
ペ
ン
で

鉛
筆
で
下
掃
き
を
せ
ず
､
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
ぶ
っ
つ

け
描
く
こ
と
は
'
緊
張
を
覚
え
ま
す
｡
部
分
的
な
形

の
把
握
の
目
で
描
き
進
め
る
と
､
尾
根
の
形
の
バ
ラ

ン
ス
を
狂
わ
せ
'
ひ
い
て
は
､
山
容
か
ら
受
け
る
印

象
の
描
写
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
で
す
か
ら
､

尾
根
相
互
の
高
低
へ
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
く
ら
べ

な
が
ら
､
印
象
を
描
写
し
て
い
く
目
は
､
人
体
デ
ッ

サ
ン
と
同
じ
で
す
｡
｢
描
き
な
お
し
が
き
か
な
い
｣

緊
張
感
が
､
｢
見
る
目
｣
を
育
て
ま
す
｡
尾
根
の
線

の
強
弱
も
､
サ
イ
ン
ペ
ン
の
力
の
入
れ
方
で
'
太
い
､

細
い
､
か
す
れ
で
抑
揚
が
得
ら
れ
､
陰
の
描
写
は
､

古
い
ペ
ン
の
か
す
れ
を
効
果
的
に
使
い
ま
す
｡

筆
ペ
ン
で

あ
こ
が
れ
の
山
へ
行
く
と
､
何
も
か
も
描
き
た
く

な
り
､
全
体
の
印
象
が
ま
と
ま
ら
な
い
｡
こ
ん
な
時
､

部
分
に
と
ら
わ
れ
ず
'
大
き
く
把
え
る
た
め
に
､
筆

で
ぶ
っ
つ
け
描
く
こ
と
が
勉
強
に
な
り
ま
す
｡
稜
線
､

谷
の
陰
影
等
､
筆
先
で
太
い
､
細
い
を
描
き
わ
け
､

ス
ピ
ー
ド
感
へ
力
量
感
を
表
現
し
ま
す
｡

色
鉛
筆
で

全
体
の
雰
囲
気
､
光
に
よ
る
調
子
､
色
調
の
描
写

等
'
時
間
の
許
せ
る
限
り
へ
丁
寧
に
試
み
て
み
ま
す
｡

用
紙
に
ざ
ら
目
の
厚
目
の
紙
(
ワ
ッ
ト
ソ
ン
等
)

を
使
う
の
は
'
紙
面
の
凸
部
に
鉛
筆
の
芯
が
ひ
っ
か

か
り
､
の
り
易
い
の
で
す
｡
で
す
か
ら
､
鉛
筆
を
走

ら
せ
る
時
は
､
力
を
抜
い
て
根
気
よ
く
走
ら
せ
る
の

が
こ
つ
で
す
｡

混
色
方
法
は
'
筆
者
の
場
合
次
の
要
領
で
す
｡
二

色
の
色
の
混
色
で
例
を
と
る
と
'
明
る
い
色
､
暗
い

色
の
順
で
色
を
か
け
､
な
お
落
ち
義
か
せ
る
た
め
､

明
る
い
色
を
最
後
に
か
け
て
み
ま
す
｡
こ
の
手
順
は

パ
ス
テ
ル
で
も
､
ほ
ぼ
同
じ
で
す
｡

そ
れ
で
は
写
生
に
移
り
ま
し
ょ
う
｡
現
場
で
写
生

を
見
て
い
る
と
､
遠
い
山
の
岩
場
を
､
焦
茶
色
で
描

い
て
い
る
の
を
見
ま
す
｡
聞
い
て
み
る
と
｢
あ
そ
こ

は
岩
場
だ
か
ら
｣
と
い
う
返
事
で
す
｡
野
外
で
は
､

速
く
な
れ
ば
そ
の
物
が
も
つ
個
有
の
色
が
失
わ
れ
て
､

青
味
が
か
か
っ
て
来
ま
す
｡
そ
の
事
を
確
か
め
て
み

て
く
だ
さ
い
｡
し
か
も
､
そ
れ
も
側
に
来
る
色
と
の

組
み
合
わ
せ
で
､
色
が
変
わ
っ
て
見
え
て
来
た
り
､

日
光
の
加
減
､
湿
度
で
も
大
き
く
変
わ
り
ま
す
｡
概

念
に
と
ら
わ
れ
ず
､
現
場
か
ら
学
ぶ
気
持
ち
で
見
つ

め
､
形
も
色
も
相
互
の
バ
ラ
ン
ス
で
見
る
目
を
養
う

よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
う
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ
の
過
程
の
中
で
｢
今
へ
自
分
は
何
が
美
し
く

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

て
､
何
に
感
動
し
て
､
ど
う
描
こ
う
と
し
て
い
る

の
か
｣
確
か
め
な
が
ら
､
対
象
と
自
分
の
気
持
ち
と

画
面
の
間
を
見
つ
め
な
が
ら
､
描
き
進
め
る
よ
う
に

し
ま
す
｡

こ
の
こ
と
は
､
用
具
に
関
係
な
く
､
絵
を
描
く
時

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
｡

パ
ス
テ
ル
で

パ
ス
テ
ル
も
パ
ス
テ
ル
鉛
筆
も
､
混
色
方
法
は
色

鉛
筆
の
場
合
と
同
じ
要
領
で
す
｡
た
だ
し
､
パ
ス
テ

ル
は
指
先
等
で
こ
す
り
込
み
が
で
き
ま
す
｡
殺
筆
と

い
う
道
具
で
こ
す
る
事
も
あ
り
ま
す
が
､
調
子
の
強

い
感
じ
を
出
し
た
い
時
は
､
指
先
の
方
が
効
果
が
ね

ら
え
ま
す
｡
ま
た
､
岩
積
の
突
端
の
よ
う
な
､
ピ
リ

ッ
と
し
た
感
じ
の
描
写
の
場
合
は
'
パ
ス
テ
ル
鉛
筆

を
殺
筆
代
り
に
使
っ
て
い
ま
す
｡

描
く
手
順
は
､
現
場
の
雰
囲
気
に
よ
っ
て
､
色
画

用
紙
か
色
ボ
ー
ド
を
選
び
ま
す
｡
雪
山
で
し
た
ら
'

パ
ス
テ
ル
の
白
色
の
美
し
き
が
映
え
る
下
地
の
色
を

選
び
ま
す
｡
下
掃
き
は
'
他
の
色
を
よ
ご
ざ
な
い
た

め
､
多
く
は
白
の
パ
ス
テ
ル
鉛
筆
で
描
い
て
い
ま
す
｡

次
は
､
雪
山
の
雪
､
秋
は
紅
葉
の
黄
色
等
'
他
の
色

に
よ
っ
て
敏
感
に
濁
り
易
い
色
を
先
に
ぬ
っ
て
か
ら
へ

ま
わ
り
に
か
か
り
ま
す
｡
空
の
色
も
､
山
と
の
境
で
､

山
の
色
で
濁
す
こ
と
が
あ
る
の
で
､
空
か
ら
先
に
ぬ

っ
て
お
き
ま
す
｡

白
樺
の
白
い
細
い
幹
等
は
､
後
か
ら
描
き
ま
す
｡

そ
の
場
合
､
軽
く
フ
キ
サ
チ
ー
フ
で
下
の
色
を
固
定

し
て
か
ら
描
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
フ
キ
サ
チ
ー
フ

は
､
あ
ま
り
多
く
か
け
る
と
､
パ
ス
テ
ル
の
ソ
フ
ト

な
感
じ
が
失
わ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
ま
す
｡

水
彩
え
の
ぐ
で

描
く
手
順
と
し
て
､
鉛
筆
の
下
描
き
が
普
通
で
す

が
､
B
鉛
筆
と
限
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
対
象

の
形
を
と
ら
え
る
線
は
､
そ
の
作
業
の
中
で
､
印
象
､

性
格
を
つ
か
む
た
め
の
線
で
す
か
ら
へ
大
切
に
ひ
き

ま
す
｡
よ
く
､
｢
現
場
で
は
お
お
よ
そ
描
い
て
お
い
て
､
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館物博ど山

帰
っ
て
か
ら
し
っ
か
り
描
-
｣
と
い
う
こ
と
を
聞
き

ま
す
が
､
骨
組
み
は
現
場
で
し
っ
か
り
把
え
て
お
か

な
い
と
'
後
で
描
い
た
絵
は
'
現
場
の
印
象
の
無
い
､

頭
で
作
っ
た
説
明
的
な
絵
で
終
わ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
｡

画
用
紙
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま
す
｡
初
め
の
内

は
｢
大
き
な
用
紙
に
描
き
な
れ
な
い
と
｣
と
い
う
考

え
か
ら
､
現
場
で
時
間
も
考
え
ず
大
き
な
サ
ィ
ズ
を

選
び
､
時
間
足
ら
ず
で
十
分
な
描
き
込
み
も
出
来
ず

に
終
る
例
を
多
く
見
か
け
ま
す
｡
こ
れ
は
｢
対
象
を

見
る
目
｣
を
深
め
る
勉
強
に
な
ら
ず
､
た
だ
､
適
当

に
画
面
を
作
る
悪
い
習
慣
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡

で
す
か
ら
､
時
間
を
考
え
､
心
に
ゆ
と
り
の
持
て
る

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

大
き
さ
を
考
え
､
対
象
を
し
っ
か
り
見
つ
め
ら
れ

ヽる
よ
う
工
夫
す
べ
き
と
思
い
ま
す
｡

着
彩
は
､
普
通
は
明
る
い
色
か
ら
先
に
ぬ
り
ま
す
｡

そ
し
て
､
ぬ
っ
た
色
が
乾
い
て
か
ら
次
の
色
を
上
に

ぬ
り
ま
す
｡
ほ
か
し
ぬ
り
は
､
色
を
ぬ
る
前
に
水
を

ぬ
り
､
乾
か
な
い
内
に
色
を
か
け
る
要
領
で
す
｡

ま
た
､
焦
茶
色
や
紫
色
一
色
で
明
暗
の
調
子
を
作

っ
て
か
ら
写
生
を
進
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
､
こ

ヽ
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ヽ

　

　

ヽ
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ヽ

の
場
合
､
画
面
全
体
を
包
む
主
な
色
調
､
雰
囲
気

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を
考
え
て
こ
の
描
法
に
か
か
ら
な
い
と
､
画
面
を
沈

め
る
場
合
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡

陰
の
色
は
暗
い
｡
こ
の
先
入
観
か
ら
､
焦
茶
色
､

紫
色
で
処
理
す
る
例
が
見
ら
れ
ま
す
｡
し
か
し
'
野

外
の
場
合
､
陰
と
い
っ
て
も
､
日
光
､
周
囲
の
反
射
､

空
気
の
湿
度
等
で
色
が
生
ま
れ
､
そ
の
陰
の
色
が
､

日
向
の
色
と
美
し
い
調
和
を
も
っ
て
､
景
色
の
雰
囲

気
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
で
す
か
ら
へ
あ
く
ま

で
現
場
か
ら
陰
の
色
は
見
つ
け
だ
す
仕
事
で
す
｡

透
明
描
法
､
不
透
明
描
法
ど
ち
ら
で
と
聞
か
れ
ま

す
｡
要
は
､
自
分
の
把
え
た
山
の
美
し
さ
､
印
象
を
､

水
彩
え
の
ぐ
の
特
性
を
生
か
し
て
､
納
得
す
る
絵
に

し
て
み
る
､
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

た
だ
､
え
の
ぐ
の
不
透
明
性
と
画
面
の
不
透
明

性
と
は
別
で
す
｡
画
面
で
は
'
透
明
え
の
ぐ
と
不
透

明
え
の
ぐ
の
色
､
量
の
配
置
へ
　
バ
ラ
ン
ス
の
如
何
で
､

透
明
に
も
不
透
明
な
画
面
に
も
な
る
わ
け
で
､
不
透

明
え
の
ぐ
の
使
い
方
を
'
無
意
味
に
恐
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
｡
試
み
る
こ
と
で
､
透
明
性
､
不

透
明
性
の
特
性
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
｡

油
え
の
ぐ
で

下
描
き
は
､
木
炭
､
ま
た
は
､
溶
き
泊
で
う
す
く

溶
い
た
え
の
ぐ
を
､
硬
い
豚
毛
の
筆
に
つ
け
て
描
き

ま
す
｡
下
ぬ
り
の
色
は
､
多
く
は
透
明
性
の
暗
い
色

を
ぬ
り
､
仕
上
げ
に
近
-
な
る
に
し
た
が
っ
て
､
不

透
明
性
の
明
る
い
色
を
重
ね
て
行
く
の
で
す
が
､
必

要
に
応
じ
て
ナ
イ
フ
を
使
っ
て
'
下
の
色
に
か
ぶ
せ

彩は潤牧

る
よ
う
に
ぬ
っ
て
み
ま
す
｡

日
程
に
二
日
､
三
日
の
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
'
一
夜

お
く
と
前
日
ぬ
っ
た
生
乾
き
の
色
の
上
に
､
手
頃
に

新
し
い
色
が
の
り
ま
す
の
で
､
初
日
に
､
そ
の
手
順

を
考
え
て
描
き
は
じ
め
る
の
か
大
切
と
思
い
ま
す
｡

そ
の
作
業
の
場
合
へ
初
日
の
え
の
ぐ
に
は
乾
燥
の
早

い
　
(
テ
レ
ピ
ン
･
ペ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
)
溶
き
泊
を
ま

せ
な
い
と
､
乾
き
が
お
そ
い
の
で
気
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
｡
そ
し
て
二
日
目
か
ら
は
､
柔
ら
か
い
筆
も
多

く
使
い
ま
す
｡

ま
た
､
仕
事
を
早
め
る
た
め
に
へ
　
目
的
地
の
雰
囲

気
を
予
測
し
て
､
あ
ら
か
じ
め
'
キ
ャ
ン
バ
ス
に
下

地
の
色
を
ぬ
っ
て
行
く
場
合
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
､

パ
ス
テ
ル
の
色
画
用
紙
の
効
果
と
同
じ
ね
ら
い
で
す
｡

以
上
､
簡
単
な
説
明
で
十
分
な
理
解
は
困
難
か
と

思
い
ま
す
が
､
不
備
な
点
は
､
文
末
に
記
し
た
参
考

図
書
で
研
究
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

【
勉
強
の
方
法
に
つ
い
て
】

●
え
て
し
て
､
水
彩
画
を
始
め
る
と
｢
自
分
は
水
彩

画
さ
え
描
け
な
い
の
だ
か
ら
｣
と
言
っ
て
へ
他
の
用

具
で
の
試
み
を
敬
遠
す
る
人
が
居
ま
す
が
､
こ
れ
は

考
え
も
の
で
す
｡
絵
は
｢
描
き
方
の
技
量
｣
だ
け
で

解
決
出
来
る
も
の
で
は
な
く
､
そ
の
基
底
に
｢
美
し

き
を
感
じ
と
る
心
｣
｢
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
え
る
目
｣

｢
印
象
を
感
じ
と
る
心
｣
 
､
そ
の
｢
目
｣
が
育
た
な

け
れ
ば
､
技
法
は
十
分
生
か
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
｡

｢
目
｣
を
育
て
る
試
み
を
念
頭
に
､
色
々
な
試
み
を

描
画
を
通
し
て
数
多
く
や
り
､
新
し
い
発
見
を
す
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
｡

●
｢
美
｣
｢
山
｣
に
関
す
る
本
を
読
む

｢
人
は
､
絵
を
何
ん
の
た
め
に
描
く
の
か
､
そ
ん

な
む
ず
か
し
い
事
は
､
私
に
は
わ
か
ら
な
い
｣
｢
と

に
か
く
､
色
々
な
物
の
描
き
方
を
覚
え
る
こ
と
が
先

決
｣
こ
う
し
た
判
断
を
す
る
の
も
わ
か
り
ま
す
｡
し

か
し
作
品
は
'
本
人
の
絵
画
へ
の
認
識
:
心
の
在
り

様
を
端
的
に
表
わ
す
と
言
わ
れ
ま
す
｡
本
も
出
来
る

だ
け
読
み
へ
芸
術
的
視
野
を
広
め
へ
深
め
る
努
力
を

し
た
い
も
の
で
す
｡

(
日
本
山
岳
協
会
会
員
)

【
参
考
図
書
】

『
山
岳
画
の
描
き
方
』

足
立
真
一
郎
　
(
現
会
員
)
･
春
日
部
た
す
-

(
故
人
会
員
)
･
加
藤
水
城
(
故
人
会
員
)
･

藤
江
幾
太
郎
　
(
現
会
員
)
･
熊
谷
植
　
(
現
会

員
)
･
山
里
寿
男
　
(
旧
会
員
)
共
著

ア
ト
リ
エ
出
版
社
刊

『
四
季
･
山
の
描
き
方
』

加
藤
水
城
(
故
人
会
員
)
　
著

陸
地
梅
太
郎
(
旧
会
員
)
･
足
立
真
一
郎
(
現

会
員
)
･
上
田
哲
農
(
故
人
会
員
)
･
荻
原
孝

一
(
故
人
会
員
)
･
春
日
部
た
す
く
(
故
人
会

員
)
･
山
里
寿
男
(
旧
会
員
)
随
筆
執
筆

ア
ト
リ
エ
出
版
社
刊

『
日
旺
画
家
の
た
め
の
油
絵
入
門
』

藤
江
幾
太
郎
(
現
会
員
)
普

ア
ト
リ
エ
出
版
社
刊

『
レ
ッ
ツ
･
ス
ケ
ッ
チ
山
の
絵
教
室
』

初
心
者
の
た
め
の
　
『
淡
彩
･
山
の
描
き
方
』

共
に
　
牧
　
潤
一
(
現
会
員
)
普

日
貿
出
版
社
刊
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