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メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
絵
画
論 

 
 
 

─
─ 

「
志
向
的
形
象
の
魔
術
」
と
し
て
の
視
覚
と
「
タ
ブ
ロ
ー
の
持
つ
力
」
―
― 

 

 

川 

瀬 

智 

之 

は
じ
め
に 

 

本
論
の
目
的
は
、
晩
年
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
画
家
の
言
葉
や
そ
の
作
品
を
用
い
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
視
覚
論
を
批
判
し
、

そ
れ
に
対
し
て
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
た
か
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。 

第
一
節
で
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
晩
年
の
絵
画
論
「
眼
と
精
神
」
に
お
い
て
批
判
し
た
、
デ
カ
ル
ト
の
視
覚
論
、
絵
画
論
を
検
討
し
、
さ
ら

に
、
デ
カ
ル
ト
の
依
拠
す
る
遠
近
法
論
に
対
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
レ
オ
ナ
ル
ド
の
遠
近
法
論
を
対
置
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
第
二
節
で
は
、

一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
行
っ
た
、
受
動
性
に
関
す
る
講
義
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
夢
な
ど
の
想
像
的
な
も
の
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
た
こ
と
が
、
晩
年
の
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
な
ど
に
お
い
て
知
覚
の
あ
り
よ
う
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
第
三

節
で
は
、
そ
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
た
「
想
像
的
な
も
の
」
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、「
眼
と
精
神
」
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
を

批
判
し
つ
つ
、
新
た
な
視
覚
論
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。 
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１ 

デ
カ
ル
ト
「
屈
折
光
学
」
の
視
覚
論
―
―
「
類
似
」
と
「
遠
近
法
」
―
― 

 
一
九
六
〇
年
の
夏
に
書
か
れ
た
「
眼
と
精
神
」
に
は
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

全
て
の
絵
画
に
お
い
て
私
の
関
心
を
引
く
の
は
類
似
、
い
わ
ば
私
に
と
っ
て
類
似
で
あ
る
も
の
、
私
に
少
し
で
も
外
の
世
界
を
発
見
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。O

E24 

 

元
の
文
脈
で
は
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
は
、
自
ら
の
体
験
し
た
特
異
な
視
覚
を
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
仕
方
で
は
描
き
出
せ
ず
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
描

け
ば
よ
い
の
か
困
難
を
覚
え
る
こ
と
、
そ
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
と
自
ら
の
試
み
が
、
見
た
も
の
を
見
た
ま
ま
に
描
こ
う
と
す
る
、
絶
望
的
な
努
力
で
あ
る

こ
と
を
語
っ
て
い
る
（
１
）
。
だ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
デ
カ
ル
ト
以
前
の
中
世
の
思
想
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

 

タ
ブ
ロ
ー
の
持
つ
力
の
全
て
が
、
我
々
の
読
解
に
供
さ
れ
る
文
章
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
見
る
者
と
見
え
る
も
の
と
の
ど
ん
な
混
交
も
な
い
な
ら

ば
、
志
向
的
形
象
の
魔
術
、
鏡
や
タ
ブ
ロ
ー
に
よ
っ
て
認
め
さ
せ
ら
れ
る
作
用
因
的
類
似
性
と
い
う
古
い
観
念
は
、
そ
の
最
後
の
論
拠
を
も
失

っ
て
し
ま
う
。O

E40 

 

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
タ
ブ
ロ
ー
が
或
る
「
力
」
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
志
向
的
形
象
」
に
つ
い
て
は
後
で
論
じ
る
が
、
そ

れ
は
認
識
の
対
象
か
ら
発
せ
ら
れ
る
、
そ
の
対
象
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
知
性
は
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
。
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
、
こ
の
「
志
向
的
形
象
」
や
、「
見
る
者
と
見
え
る
も
の
と
の
」「
混
交
」
が
、
タ
ブ
ロ
ー
の
力
、
す
な
わ
ち
、
鏡
に
も
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比
せ
ら
れ
、
類
似
を
そ
の
特
徴
と
す
る
タ
ブ
ロ
ー
の
力
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
彼
が
タ
ブ
ロ
ー
の
持
つ
力
に
つ
い
て
言

っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
視
覚
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。 

今
の
引
用
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
タ
ブ
ロ
ー
の
こ
の
力
は
読
解
さ
れ
る
文
章
の
持
つ
も
の
と
は
異
な
る
と
言
っ
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う

に
も
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
れ
（
＝
描
か
れ
た
形
、
引
用
者
注
）
は
そ
れ
（
＝
対
象
、
引
用
者
注
）
に
似
て
い
な
い
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
そ
れ
（
＝
対
象
、
引
用

者
注
）
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
も
し
も
類
似
に
よ
る
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
（
＝
描
か
れ
た
形
、
引
用
者
注
）
は
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け

る
の
か
？
そ
れ
は
「
我
々
の
思
考
を
か
り
立
て
」
、「
理
解
す
る
」
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
、「
い
か
な
る
仕
方
で
も
そ
の
意
味
す
る
も
の
に
似

て
い
な
い
」
記
号
や
言
葉
の
よ
う
に
。O

E39-40  

 

鉤
括
弧
に
く
く
ら
れ
た
部
分
は
デ
カ
ル
ト
の
「
屈
折
光
学
」
の
中
の
言
葉
で
あ
る
。
対
象
に
似
て
い
な
い
記
号
や
言
葉
が
思
考
を
刺
激
し
、
そ
こ

で
示
さ
れ
た
も
の
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
、
絵
は
、
思
考
に
と
っ
て
の
読
解
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
の
考
え
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
ず
デ
カ
ル
ト
の
視
覚
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
「
屈
折
光
学
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
結
果
、
我
々
に
色
や
光
を
見
さ
せ
る
た
め
に
、
何
か
物
質
的
な
も
の
が
諸
対
象
か
ら
我
々
の
眼
に
や
っ
て
く
る
と
想
定
す
る
必
要
は
な
い

と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
対
象
に
は
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
持
つ
で
あ
ろ
う
諸
観
念
や
諸
感
情
に
似
た
も
の
は
な
い
と
さ
え
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
精
神
は
、
哲
学
者
ら
の
想
像
力
を
か
く
も
悩
ま
せ
て
い
る
、「
志
向
的
形
象
」
と
名
づ
け

ら
れ
た
、
空
中
を
飛
び
回
る
こ
れ
ら
全
て
の
小
さ
な
像
か
ら
開
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。AT, V

I, 85 
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デ
カ
ル
ト
の
思
想
と
中
世
思
想
と
の
連
関
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
た
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
、Eustachio a Sancto 

Paulo
が
一
六
〇
九
年
に
刊
行
し
た
『
哲
学
大
全
』
と
題
さ
れ
た
本
を
読
み
、
そ
こ
で
こ
の
「
志
向
的
形
象
」
の
概
念
を
知
っ
た
（
２
）
。 

 

じ
っ
さ
い
、
諸
感
官
に
さ
ら
さ
れ
た
物
の
、
あ
る
種
の
形
相
的
な
記
号
、
あ
る
い
は
対
象
か
ら
放
た
れ
、
感
官
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
対

象
そ
の
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
力
を
持
つ
が
、
自
ら
は
感
官
に
よ
っ
て
認
知
し
得
な
い
性
質
が
、
こ
こ
で
志
向
的
形
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で

あ
る
（
３
）
。 

 

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
感
覚
的
事
物
を
、
知
性
が
い
か
に
し
て
認
識
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
物
か
ら
発
し
た
「
志
向
的

形
象
」
は
感
覚
器
官
に
お
い
て
受
容
さ
れ
、
こ
れ
が
人
間
の
知
性
に
お
い
て
、
事
物
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
（
４
）
。
デ
カ
ル

ト
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

で
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
屈
折
光
学
」
に
お
い
て
、
彼
は
銅
版
画
を
例
に
挙
げ
る
。
銅
版
画
は
人
々

や
町
の
様
子
、
戦
争
や
嵐
を
表
現
す
る
が
、
描
き
出
さ
れ
た
像
と
、
現
実
の
対
象
の
間
で
、
似
て
い
る
と
言
え
る
の
は
せ
い
ぜ
い
形
し
か
な
い
と
述

べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
非
常
に
不
完
全
な
類
似
で
あ
る
。
そ
れ
ら
銅
版
画
は
、
全
く
平
ら
な
表
面
の
上
で
、
わ
れ
わ
れ
に
、
様
々
に
起
伏
を
つ
け

ら
れ
た
事
物
を
表
し
て
見
せ
、
そ
し
て
ま
た
遠
近
法
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
円
を
、
他
の
円
に
よ
っ
て
よ
り
も
楕
円
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
四
角
形
を
他
の
四
角
形
に
よ
っ
て
よ
り
も
菱
形
に
よ
っ
て
、
ま
た
他
の
形
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
よ
り
よ
く
表
現
す
る
の
だ
か
ら
。
し

た
が
っ
て
、
像
の
性
質
に
お
い
て
よ
り
完
全
で
、
対
象
を
よ
り
よ
く
表
現
す
る
た
め
に
は
、
銅
版
画
は
対
象
に
似
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
我
々
は
ち
ょ
う
ど
お
な
じ
こ
と
を
我
々
の
脳
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
諸
々
の
像
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し

た
像
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
自
ら
が
結
び
つ
い
て
い
る
対
象
の
様
々
な
性
質
の
全
て
を
感
じ
る
手
段
を
、
魂
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
知
る
こ
と
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
像
が
、
そ
れ
自
体
で
ど
の
よ
う
に
対
象
に
似
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
我
々
は
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。AT, V

I, 113 

 

こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
の
論
じ
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
平
面
遠
近
法
で
あ
る
。
円
や
四
角
が
、
斜
め
か
ら
見
ら
れ
、
平
面
上
に
描
か
れ
る
場
合
、
そ
れ

ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
楕
円
と
菱
形
と
し
て
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
る
者
は
そ
れ
を
円
や
四
角
を
描
い
た
も
の
と

し
て
見
る
の
で
あ
る
し
、
見
る
者
が
そ
れ
ら
を
そ
の
よ
う
に
見
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
は
円
や
四
角
と
し
て
描
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
類

似
で
は
あ
る
が
「
非
常
に
不
完
全
な
類
似
」
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
絵
画
の
あ
り
よ
う
を
も
と
に
し
て
、
自
ら
の
視
覚
論
を
展
開
す
る

の
で
あ
る
。 

対
象
か
ら
発
せ
ら
れ
た
光
は
、
眼
の
表
面
を
通
る
と
き
に
屈
折
し
、
眼
底
部
で
像
を
結
ぶ
。
こ
の
時
、
像
は
対
象
と
逆
の
向
き
に
な
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
対
象
の
「
似
姿
」（AT, V

I, 120

）
と
な
っ
て
い
る
。
眼
底
部
に
形
作
ら
れ
た
像
は
、
そ
こ
に
あ
る
神
経
線
維
を
刺
激
し
、
そ
の
刺
激
が
脳
に

伝
わ
り
、
こ
こ
で
も
対
象
に
類
似
し
た
（AT, V

I, 129

）
像
を
結
び
、
さ
ら
に
こ
の
像
が
脳
の
中
央
に
あ
る
共
通
感
覚
を
司
る
腺
に
伝
わ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
限
り
で
、
屈
折
な
ど
に
よ
る
変
化
、
あ
る
い
は
眼
底
部
に
お
い
て
光
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
神
経
線
維
の
数
や
そ
の
範
囲
と
い
っ
た
要
因

に
よ
る
変
化
を
被
る
（AT, V

I, 132-4

）
に
し
て
も
、
脳
の
中
心
に
ま
で
進
ん
だ
形
像
は
「
そ
れ
が
発
し
て
き
た
諸
対
象
と
の
、
幾
分
か
の
類
似
は
と

ど
め
て
い
る
」
（AT, V

I, 130

）。 

し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、「
感
覚
す
る
の
は
魂
で
あ
っ
て
身
体
で
は
な
い
」
（AT, V

I, 109 et 141

）
と
言
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
脳
の
中
に
到
達

し
た
「
絵
」
の
、
対
象
に
対
し
て
持
つ
類
似
性
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
述
べ
る
（AT, V

I, 130

）。
そ
う
で
は
な
く
、「
そ
の
絵
を
構
成
し
て
い
る
運

動
」
（ibid.

）
が
、
身
体
と
結
び
つ
い
た
「
魂
に
直
接
に
働
き
か
け
る
」
（ibid.

）
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
魂
は
、
魂
と
身
体
の
接
合
部
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分
に
お
け
る
神
経
線
維
の
運
動
を
、
光
や
色
に
翻
訳
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
翻
訳
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
、
さ
ら
に
、
対
象
に

つ
い
て
持
っ
て
い
る
知
識
や
、
眼
球
の
形
の
変
化
、
眼
底
部
に
お
け
る
光
の
強
弱
な
ど
を
魂
が
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象

が
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
に
見
え
る
の
で
あ
る
（AT, V

I, 137-8

）。
ま
た
形
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
形
が
、
対
象
の
様
々
な
部
分
の
状
態
に
つ
い
て
の
認
識
、
あ
る
い
は
意
見
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
眼
の
中
の
絵
の
類
似

に
よ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
絵
は
、
普
通
、
そ
れ
ら
が
我
々
に
円
や
四
角
を
見
せ
る

と
き
に
も
、
楕
円
や
菱
形
し
か
含
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。AT, V

I, 140-141 

 

脳
の
中
心
部
に
ま
で
対
象
の
像
が
送
り
込
ま
れ
て
は
い
て
も
、
そ
の
伝
達
過
程
に
お
け
る
影
響
の
た
め
、
脳
の
中
心
に
お
け
る
絵
の
対
象
と
の
類

似
は
わ
ず
か
な
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
実
際
の
視
覚
は
む
し
ろ
、
神
経
線
維
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
運
動
と
、
対
象
の
状
態
に
つ
い
て
の
魂
に

お
け
る
判
断
に
よ
る
の
で
あ
る
。 

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
脳
の
中
の
絵
は
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
魂
が
対
象
に
つ
い
て
思
考
す
る
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
絵
画
は
、
そ

う
し
た
視
覚
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
、
絵
画
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
形
を
記
号
と
し
て
、「
物
の
観
念
」（ibid.

）

を
得
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
絵
画
の
持
つ
、
人
を
惹
き
つ
け
る
力
を
説
明

で
き
な
い
と
し
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
に
従
う
限
り
、「
も
は
や
イ
コ
ン
の
持
つ
力
は
な
い
」（O

E39

）
と
言
う
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
絵
画

の
そ
う
し
た
「
力
」
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
脳
の
中
の
「
絵
画
」
が
魂
に
よ
る
思
惟
の
た
め
の
機
会
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
眼
と
精
神
」
執
筆
後
の
、
一
九
六
〇
年
か
ら
六
一
年
に
か
け
て
の
「
デ
カ
ル
ト
的
存
在
論
と
今
日
の
存
在
論
」
と
題

さ
れ
た
講
義
の
メ
モ
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 
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視
覚
は
投
影
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
変
形
で
は
な
く
、
固
定
さ
れ
た
視
点
で
は
な
い
。
視
覚
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
も

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
視
覚
は
外
に
‐
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
視
覚
は
「
自
然
的
視
覚
」
で
あ
る
―
―
（
球
面
の
、
レ
オ
ナ
ル
ド
）。N

C174 

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
講
義
に
お
い
て
も
「
屈
折
光
学
」
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
お
り
、
先
の
、
脳
の
中
の
絵
に
お
い
て
円
や
四
角
形

が
楕
円
や
菱
形
に
変
形
さ
れ
る
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
（N

C179-180

）。
今
の
引
用
で
、
視
覚
は
投
影
や
変
形
で
は
な
い
、
と
言

う
の
も
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
対
置
す

る
。
こ
こ
で
彼
が
「
自
然
的
」
、「
球
面
」
の
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
遠
近
法
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
絵
画
に
つ
い
て
の
手
記

に
お
い
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

自
然
的
遠
近
法
は
次
の
よ
う
に
言
う
、
同
じ
等
級
の
諸
々
の
物
の
う
ち
で
も
っ
と
も
遠
い
も
の
は
小
さ
く
示
さ
れ
、
ま
た
逆
に
、
も
っ
と
も
近

い
も
の
は
大
き
く
示
さ
れ
る
。C106; R160
（
５
） 

  

レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
自
然
的
遠
近
法
と
偶
発
的
遠
近
法
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
図
を
用
い
て
説
明
す
る
（
本
論
末
尾
図
版
参
照
）。
de

の
面
の
う
ち
、
両
端
は
眼
か
ら
遠
い
の
で
、
面
の
広
さ
が
縮
小
さ
れ
て
見
え
る
。
こ
れ
が
こ
の
図
に
お
い
て
「
自
然
的
遠
近
法
」
と
し
て
言
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
レ
オ
ナ
ル
ド
は
「
偶
発
的
遠
近
法
」
と
対
比
さ
せ
る
。
円
a
、
円
c
は
、
実
際
に
は
円
b
と
同
じ
大
き
さ
で
、
か
つ
円
b
よ

り
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
円
b
よ
り
も
小
さ
く
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
de
の
面
は
平
面
で
あ
る
た
め
に
、
円
b
の
投
影
面

の
面
積
よ
り
も
、
円
a
、
円
c
の
投
影
面
積
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
観
客
の
眼
は
h
の
場
所
に
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、「
自
然
的
遠
近
法
」
に
よ
る
投
影
面
de
の
縮
小
に
よ
っ
て
、
投
影
面
積
の
差
異
は
相
殺
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
眼
は
h
に

固
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
投
影
面
に
お
け
る
投
影
面
積
の
ず
れ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、「
単
純
遠
近
法
」
を
用
い
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。 

 
単
純
遠
近
法
と
は
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
に
関
し
て
眼
か
ら
等
し
く
離
れ
て
い
る
場
所
の
上
に
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。C105; 

R
153 

 

こ
れ
は
、
投
影
面
が
眼
に
対
し
て
湾
曲
し
、
そ
の
ど
の
点
も
眼
か
ら
等
距
離
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
円
a
と
円
c

は
円
b
よ
り
も
遠
く
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
投
影
面
上
に
比
例
的
に
反
映
し
、
円
a
と
円
c
の
投
影
面
積
は
円
b
の
そ
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
先
の
例
の
よ
う
に
、
h
の
場
所
に
視
点
を
固
定
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
ず
れ
た
位
置
か
ら
投
影
面
を
見
て
も
、
対
象
の
投

影
面
積
は
、
そ
の
距
離
に
見
合
っ
た
大
き
さ
で
見
え
る
と
レ
オ
ナ
ル
ド
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
項
目
に
シ
ャ
ス
テ
ル
は
「
球
面
遠
近
法
」

（C
105

）
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。
先
の
引
用
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
固
定
さ
れ
た
視
点
で
は
な
い
。
視
覚
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら

も
な
さ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
こ
の
こ
と
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
す
る
の
は
、
た
だ
、
デ
カ
ル
ト
の
視
覚
論
と
そ
れ
が
例
に
挙
げ
る
銅
版
画
、
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら

れ
る
平
面
へ
の
「
投
影
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
真
理
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
て
、
球
面
遠
近
法
と
い
え
ど
も
「
投
影
」
で

あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
球
面
遠
近
法
に
よ
っ
て
解
消
す
る
の
は
形
の
歪
み
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遠
近
法
の
種
類
の
選
択

に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

２ 

視
覚
に
お
け
る
想
像
的
な
も
の 

 

そ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
持
ち
出
す
の
は
、
想
像
的
な
も
の
で
あ
る
。「
デ
カ
ル
ト
的
存
在
論
と
今
日
の
存
在
論
」
に
お
い
て
、
レ
オ
ナ
ル
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ド
の
遠
近
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
あ
と
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
だ
が
視
覚
は
想
像
的
能
力
で
も
あ
り
、〔
そ
れ
は
〕l’occhio tenebroso

（
暗
闇
の
眼
）
で
あ
る
。
絵
画
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
見
え
る
も
の
に

つ
い
て
の
絵
画
的
「
科
学
」。（
中
略
）
各
々
の
見
え
る
も
の
の
う
ち
に
見
え
る
も
の
の
全
体
が
、
諸
々
の
染
み
や
鐘
の
音
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る

色
、
あ
ら
ゆ
る
音
や
語
。N

C
174-175 

 

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
だ
が
」、
と
書
き
出
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
言
う
自
然
的
遠
近
法
を
取
り
入
れ
る
の
み
で
は
問

題
が
解
決
せ
ず
、「
想
像
的
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
視
覚
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。L’occhio tenebroso

と
い

う
の
は
、
や
は
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
手
記
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

 

絵
画
と
詩
の
比
較
。
想
像
力
は
眼
ほ
ど
完
全
に
見
な
い
。
な
ぜ
な
ら
眼
は
対
象
か
ら
像
あ
る
い
は
似
姿
を
受
け
取
り
、
そ
れ
ら
を
感
覚
能
力
へ

と
到
達
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
判
断
す
る
共
通
感
覚
へ
と
向
か
う
。
し
か
し
想
像
さ
れ
た
表
象
は
、
記
憶
へ
と
預
け
ら

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
共
通
感
覚
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
記
憶
に
お
い
て
、
想
像
さ
れ
た
表
象
は
止
ま
り
、
死
ぬ
、
も
し
も
想
像

さ
れ
た
事
柄
が
大
し
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
。（
中
略
）
内
的
な
眼
に
お
い
て
光
を
想
像
す
る
こ
と
と
、
暗
闇
の
外
で
の
実
際
の
知
覚
と
の
間
に

な
ん
と
い
う
違
い
が
あ
る
こ
と
か
！C38

（
６
） 

 

眼
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
感
覚
は
、
共
通
感
覚
へ
と
移
動
し
、
共
通
感
覚
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
感
覚
が
属
し
て
い
た
対
象
を
認
識
す
る
。

共
通
感
覚
は
ま
た
想
像
の
行
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
想
像
さ
れ
た
も
の
は
、
よ
く
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
記
憶
へ
と
伝
え
ら
れ
保
存

さ
れ
る
（
７
）
。
眼
と
想
像
力
は
そ
れ
ぞ
れ
絵
画
と
詩
に
割
り
振
ら
れ
る
。
こ
こ
でl’œ

il intérieur
（
内
的
な
眼
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
イ
タ
リ
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ア
語
原
文
で
はl’occhio tenebroso

（
暗
闇
の
眼
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
シ
ャ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
部
分
に
付
け
た
注
に
お
い
て
、「L’occhio tenebroso

、

暗
闇
の
眼
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
に
よ
っ
て
『
内
的
な
視
覚
』
に
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
」
（C209

）
と
述
べ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
部

分
に
注
目
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
議
論
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
今
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
こ
の
「
暗
闇
の
眼
」
を
、
た
し
か
に
想

像
力
と
結
び
付
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
絵
画
を
詩
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
す
る
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
に
と
っ

て
、
想
像
力
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
あ
っ
た
「
絵
画
的
『
科
学
』」
と
い
う
の
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
他
の
芸
術
に
対

し
て
絵
画
を
優
位
に
置
く
議
論
を
行
う
と
き
に
用
い
て
い
た
言
葉
で
あ
る
（Cf. C

36

）。
そ
れ
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
想
像
力
に
結
び
つ
け
、

レ
オ
ナ
ル
ド
の
意
図
を
あ
え
て
裏
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
何
の
根
拠
も
な
く
恣
意
的
に
レ
オ
ナ
ル
ド
を
読
み
か

え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
先
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
文
章
の
後
半
部
、「
諸
々
の
染
み
や
鐘
の
音
」
と
い
う
部
分
は
、
や
は
り
レ
オ
ナ
ル
ド
の
手
記

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
画
家
が
自
ら
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
、
壁
の
し
み
を
見
る
こ
と
を
薦
め
る
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。 

 

君
は
そ
こ
に
戦
闘
や
生
き
生
き
と
し
た
身
振
り
の
人
物
像
や
奇
妙
な
顔
や
服
装
、
そ
し
て
無
数
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
そ

れ
を
君
は
或
る
は
っ
き
り
と
し
た
形
へ
と
も
た
ら
し
、
完
全
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
壁
や
色
に
つ
い
て
は
鐘
の
音

と
同
様
な
の
で
あ
る
。
鐘
の
打
つ
音
に
、
君
は
、
君
の
想
像
し
た
い
あ
ら
ゆ
る
音
や
語
を
見
出
す
だ
ろ
う
。C205; R311-2 

 

こ
こ
で
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
或
る
鐘
の
音
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
音
や
語
を
想
像
す
る
こ
と
と
、
壁
の
染
み
の
う
ち
に
様
々
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
は

同
様
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
壁
の
染
み
を
見
て
様
々
な
物
を
想
像
す
る
こ
と
が
、
画
家
に
と
っ
て
訓
練
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
壁
の
し
み
を
見
て
様
々
な
物
を
想
像
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
想
像
力
論
を
視
覚
に
結
び
付
け
る
の
で

あ
る
。 
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で
は
、
な
ぜ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
視
覚
を
想
像
的
能
力
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
五
年
の

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
「
想
像
的
な
も
の
」
の
位
置
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
と
は
別
の
意
識
の
様
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

（
８
）
。
そ
れ
が
変
化
す
る
き
っ
か
け
は
、1954

年
か
ら55

年
に
か
け
て
の
コ
レ
―
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
、「
受
動
性
」
と
題
さ
れ
た
講
義
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。 

 

夢
は
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
行
為
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
象
徴
的
母
胎
の
お
か
げ
に
よ
る
夢
の
遍
在
性
―
―
そ
し
て
ま
た
、
夢
は
時
間
を
横

断
す
る
。
目
覚
め
た
意
識
、
す
な
わ
ち
意
識
の
時
間
と
そ
の
対
象
の
時
間
―
―
夢
を
見
て
い
る
意
識
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
触
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
区
分
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。IP208 

 

サ
ル
ト
ル
は
『
想
像
的
な
も
の
』
に
お
い
て
夢
の
分
析
を
行
う
の
だ
が
（
９
）
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
れ
を
受
け
て
こ
の
講
義
に
お
い
て
夢

に
お
け
る
受
動
性
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
今
引
用
さ
れ
た
文
が
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
無
意
識
は
出
来
事
に
よ
っ
て
残
さ
れ

た
象
徴
的
母
胎
で
あ
る
」（IP223

）
と
も
述
べ
て
い
る
。
過
去
に
経
験
さ
れ
た
出
来
事
は
、
無
意
識
と
い
う
し
か
た
で
残
っ
て
い
る
。
夢
は
、
こ
の
、

無
意
識
に
残
っ
て
い
た
過
去
の
様
々
な
出
来
事
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
夢
は
時
間
を
横
断
」
し
、
夢
を
見
て
い
る
意

識
は
「
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
触
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
議
論
は
、
晩
年
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
知
覚
論
の
原
型
に
な
る
。「
眼
と
精
神
」
の
執
筆
時
期
を
挟
ん
で
書
か
れ
て
い
た
『
見
え
る

も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
そ
の
赤
は
、
文
字
通
り
に
は
、
そ
れ
が
あ
る
布
置
に
お
い
て
現
れ
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
布
置
に
お
い
て
現
れ
る
か
に
よ
っ
て
同
じ
で

は
な
く
、
そ
こ
に
、
一
九
一
七
年
の
革
命
の
純
粋
な
本
質
が
沈
殿
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
永
遠
の
女
性
的
な
も
の
の
そ
れ
、
あ
る
い
は
フ
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ラ
ン
ス
革
命
の
訴
追
官
の
そ
れ
、
そ
れ
と
も
軽
騎
兵
の
服
を
着
て
二
五
年
前
に
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
を
占
拠
し
て
い
た
ジ
プ
シ
ー
た

ち
の
そ
れ
が
沈
殿
し
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
、
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
或
る
赤
と
は
、
様
々
な
想
像
的
世
界
の
底
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
た

或
る
化
石
で
も
あ
る
の
だ
。V

I184 

 

或
る
事
物
は
単
独
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
或
る
赤
い
色
は
、
そ
れ
が

そ
の
周
囲
の
ど
の
よ
う
な
色
と
共
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
見
え
る
し
、
赤
い
服
は
、
そ
の
他
の
、
ど
の
赤
い
も
の
と
の
関
係
の
中
で
見
ら
れ

る
か
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
て
見
え
る
。
様
々
な
色
、
ま
た
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
様
々
な
も
の
は
、
周
囲
に
あ
る
他
の
色
、
他
の
見
え
る
も
の
と
の
対

比
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
過
去
に
見
ら
れ
た
も
の
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
今
、
そ
の
色
、
そ
の
物
と
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
夢
で
は
な
く
、
知
覚
だ
が
、
そ
こ
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
想
像
的
世
界
の
底
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
精
神
分
析
学
者
ら
の
言
う
隠
蔽
記
憶
の
よ
う
に
、
現
在
の
も
の
、
見
え
る
も
の
は
、
そ
れ
が
告
げ
知
ら
せ
、
隠
す
、
こ
の
、

過
去
、
未
来
、
そ
し
て
他
所
の
莫
大
な
潜
在
的
内
容
に
基
づ
い
て
の
み
、
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
絶
対
的
な
威
光
を
持
つ
」

（V
I152-3

）
と
言
う
。
精
神
分
析
に
お
い
て
隠
蔽
記
憶
と
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
過
去
の
無
意
識
的
記
憶
を
隠
し
た
記
憶
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
を
説
明
す
る
。
現
在
見
え
て
い
る
も
の
は
そ
れ
と
し
て
見
え
な
が
ら
、
そ
の
成
立
に
寄
与
し
て
い
る
他
の
見
え
る

も
の
を
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
10
）
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
、
赤
の
知
覚
に
つ
い
て
の
晩
年
の
こ
う
し
た
議
論
は
、
か
つ
て
「
受
動
性
」
に
つ
い
て
の
講
義
に
お
い
て
扱
っ
た
夢
や
記

憶
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
は
、「
デ
カ
ル
ト
的
存
在
論
と
今
日
の
存
在
論
」
に
お
い
て
レ
オ
ナ
ル
ド
を
援
用
し

な
が
ら
、「
視
覚
は
想
像
的
能
力
で
も
あ
り
」、「
各
々
の
見
え
る
も
の
の
う
ち
に
見
え
る
も
の
の
全
体
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

知
覚
の
あ
り
方
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
な
、
投
影
を
軸
と
し
た
知
覚
論
に
対
置
す
る
の
で
あ
る
。 
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「
志
向
的
形
象
の
魔
術
」
と
し
て
の
視
覚
と
「
タ
ブ
ロ
ー
の
持
つ
力
」 

 
で
は
、
こ
う
し
た
知
覚
に
お
け
る
想
像
的
な
も
の
と
絵
画
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
こ
そ
は
、
第
一
節
で
論
じ
た

「
志
向
的
形
象
」
や
類
似
、
反
響
と
い
っ
た
概
念
に
関
わ
り
が
あ
る
。 

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
に
言
及
し
、「
志
向
的
形
象
」
に
つ
い
て
語
る
の
は
「
眼
と
精
神
」
が
初
め
て
で
は
な
い
。
一
九
四
二
年
の
『
行

動
の
構
造
』
に
お
い
て
は
、
彼
は
そ
の
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
因
果
的
関
係
に
よ
っ
て
知
覚
を
説
明
す
る
こ
と
の
困
難
を
語
り
な

が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

 

困
難
は
「
似
像
」
の
理
論
あ
る
い
は
「
志
向
的
形
象
」
の
理
論
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
物
自
体
の
複
写
で
あ
り
、

身
体
の
う
ち
に
運
ば
れ
た
こ
れ
ら
「
小
さ
な
絵
」
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
諸
局
面
を
身
に
ま
と
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
我
々

は
こ
れ
ら
諸
局
面
を
と
お
し
て
諸
物
を
知
覚
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
変
様
は
、
光
学
と
光
の
理
論
が
、

実
在
す
る
事
物
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
の
類
似
性
と
い
う
観
念
を
排
除
し
た
の
ち
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。SC

208-9 

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
先
に
述
べ
た
「
志
向
的
形
象
」
の
理
論
を
、「
因
果
的
説
明
」
（SC

205

）
と
し
て
退
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
が
対
置

す
る
の
は
知
覚
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
で
あ
る
。対
象
の
知
覚
は
つ
ね
に
一
つ
の
視
点
か
ら
行
わ
れ
、対
象
は
そ
の
視
点
に
応
じ
て
変
形
を
被
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
物
の
主
観
的
な
変
形
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
物
の
特
性
、
お
そ
ら
く
本
質
的
な
特
性
の
一
つ
と

し
て
私
に
現
れ
る
。
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
隠
さ
れ
、
汲
み
尽
し
え
な
い
豊
か
さ
を
持
つ
よ
う
に
し
、
そ
れ
が
或
る
『
物
』

で
あ
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
の
で
あ
る
」（SC

201

）
と
言
う
。
つ
ま
り
、
物
が
つ
ね
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
、
変

形
を
受
け
て
現
れ
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の
物
が
つ
ね
に
私
に
と
っ
て
見
え
な
い
面
を
も
っ
て
お
り
、
私
に
と
っ
て
汲
み
尽
く
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
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の
証
し
で
あ
り
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
こ
そ
、
物
の
単
な
る
現
れ
で
は
な
く
、
物
そ
の
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
の
だ
、
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ

ィ
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
志
向
的
形
象
」
の
考
え
方
は
、「
物
自
体
」
の
「
複
写
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
知
覚
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
言
う
の
で
あ
る
。「
志
向
的
形
象
」
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
「
物
自
体
」
と
「
知
覚
さ
れ
た
も
の
」

と
の
間
に
は
「
複
写
」
と
い
う
類
似
関
係
が
あ
る
が
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
物
を
変
形
さ
せ
、
な
お
か
つ
物
を
知
覚
さ
せ
る
の
は
、
そ
う
し
た
「
類

似
」
に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
『
行
動
の
構
造
』
で
も
、
デ
カ
ル
ト
が
「
屈
折
光
学
」
に
お
い
て
行
っ
た
、「
志
向
的
形
象
」
の
概
念
に
対
す
る
批
判
が
言
及
さ
れ
て
い
る

（SC206

）。
デ
カ
ル
ト
の
議
論
は
、
対
象
が
変
形
を
受
け
る
と
い
う
点
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
『
行
動
の
構
造
』
で
の
議
論
に
似
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
対
象
に
発
し
た
光
が
眼
底
で
像
を
結
ぶ
際
の
変
形
で
あ
り
、
こ
の
像
が
脳
に
ま
で
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
「
屈
折
光
学
」
を
も
、「
志
向
的
形
象
」
の
議
論
と
同
様
の
「
因
果
的
説
明
」（ibid.

）
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
批
判

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
脳
の
印
象
が
知
覚
の
機
会
原
因
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
或
る
脳
の
印
象
と
或
る
知
覚
の
あ
い
だ
に
規
則
的
な
対
応
が
存
在
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid.

）
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
諸
局
面
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
に
現
れ
る
物
と
の
関
係
は
、

自
然
の
な
か
に
存
在
す
る
ど
ん
な
関
係
に
も
還
元
さ
れ
な
い
」（SC

208

）
と
言
う
。
そ
れ
は
、
対
象
が
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
変
形
を
受
け
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
汲
み
つ
く
し
が
た
い
物
と
し
て
の
対
象
が
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

木
田
元
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、「
眼
と
精
神
」
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
、「
志
向
的
形
象
」
の
概
念
を
む
し
ろ
擁
護
し
て
い
る
こ
と

に
関
連
し
て
、『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
志
向
的
形
象
の
議
論
に
つ
い
て
「
デ
カ
ル
ト
以
来
放
棄
さ
れ
て
い
る
感
覚
的
な
も

の
の
或
る
実
在
論
」（SC206

）
と
言
っ
て
い
る
点
に
触
れ
、「
こ
の
『
眼
と
精
神
』
こ
そ
、
そ
の
実
在
論
の
復
権
の
試
み
と
言
え
よ
う
」（

11
）

と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
評
価
は
早
計
で
あ
っ
て
、『
行
動
の
構
造
』
と
「
眼
と
精
神
」
で
は
、
志
向
的
形
象
の
捉
え
方
が
違
う
の
で
あ
る
。
第

一
に
、『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
は
、「
志
向
的
形
象
」
の
考
え
方
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
知
覚
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な

い
と
い
う
理
由
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
に
、
そ
の
考
え
方
に
従
え
ば
、「（
前
略
）
諸
感
官
が
実
在
す
る
諸
事
物
か
ら
『
小
さ
な
絵
』
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を
受
け
取
り
、
こ
の
絵
が
魂
に
そ
れ
ら
事
物
を
知
覚
す
る
よ
う
に
促
す
」（SC

205

）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
身
体
と
魂
の
分
離
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
魂
が
い
か
に
し
て
対
象
を
認
識
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
く
た
め
に
「
志
向
的
形
象
」
と
い
う
概
念
が
要

請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
心
身
の
二
元
性
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
実
体
の
二
元
性
で
は
な
く
、

言
い
換
え
れ
ば
、
魂
と
身
体
の
概
念
は
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（SC

227

）
と
言
う
。
志
向
的
形
象
の
概
念
が
前
提
と
す
る
心
身
の
区
別

は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
容
易
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
、「
感
覚
的
な
も
の
の
或
る
実

在
論
」
は
批
判
の
対
象
な
の
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、『
行
動
の
構
造
』
で
は
批
判
し
て
い
た
「
志
向
的
形
象
」
を
、
本
論
第
一
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、「
眼
と
精
神
」
で
は

擁
護
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
概
念
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
思
考
の
中
で
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
眼
と
精
神
」
に
は
、
画

家
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。 

 

我
々
の
前
の
そ
こ
に
あ
る
質
、
光
、
色
彩
、
奥
行
き
は
、
そ
れ
ら
が
我
々
の
身
体
の
う
ち
に
或
る
反
響
を
呼
び
起
こ
し
、
身
体
が
そ
れ
を
迎
え

る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
的
等
価
物
、
諸
物
が
私
の
う
ち
に
引
き
起
こ
す
、
そ
れ
ら
の
現
前
の
こ
の
肉
的
な
仕
方
、
こ

ん
ど
は
そ
れ
ら
が
、
な
ぜ
、
や
は
り
見
え
る
も
の
で
あ
る
、
或
る
痕
跡
を
引
き
起
こ
さ
な
い
だ
ろ
う
か
（
後
略
）
？O

E22 

 

画
家
の
見
て
い
る
も
の
は
、
画
家
の
身
体
の
う
ち
に
反
響
を
呼
び
起
こ
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
質
」
と
あ
る
の
は
、
色
彩
が
別
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
形
や
大
き
さ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
や
色
彩
な
ど
が
、
身
体
の
う
ち
に
内
的
等
価
物
を
引

き
起
こ
す
の
で
あ
る
。 

「
反
響
」
と
い
う
言
葉
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 
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触
れ
る
の
は
私
で
は
な
く
私
の
身
体
で
あ
る
。
私
が
触
れ
る
と
き
、
私
は
様
々
な
こ
と
を
考
え
は
せ
ず
、
私
の
両
手
が
、
そ
れ
ら
の
運
動
的
諸

可
能
性
の
部
分
を
な
す
或
る
様
式
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
知
覚
野
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
き
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
現
象
が
私
の
う
ち
で
或
る
反
響
に
出
会
い
、
私
の
意
識
の
或
る
本
性
と
調
和
し
、
現
象
と
出
会
い
に
や
っ
て
く
る
器
官
が
現
象
と
共

時
化
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
効
果
的
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。PP365-366 

 

こ
の
前
の
部
分
に
お
い
て
、「
触
れ
、
手
探
り
す
る
の
は
意
識
で
は
な
く
手
で
あ
る
」
（PP365

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
全

て
を
構
成
す
る
よ
う
な
意
識
と
身
体
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
私
の
意
識
の
或
る
本
性
」
と
い
う
の
は
、
身
体
に
根
ざ
し

た
限
り
で
の
意
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
手
が
事
物
に
触
れ
る
と
き
、
そ
の
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
手
触
り
が

手
に
も
反
響
を
呼
び
起
こ
す
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
滑
ら
か
と
か
、
ざ
ら
ざ
ら
と
い
っ
た
触
覚
的
な
質
は
、
対
象
の
「
表
面
が
、

我
々
の
触
覚
的
な
探
索
の
時
間
を
用
い
、
我
々
の
手
の
運
動
に
抑
揚
を
つ
け
る
、
そ
の
仕
方
」
（PP364

）
で
あ
る
。
こ
の
「
抑
揚
」
が
、「
或
る
反

響
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
感
覚
的
な
対
象
と
身
体
と
い
う
、
互
い
に
感
覚
的
な
も
の
ど
う
し
の
間

の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
反
響
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
見
え
る
も
の
と
見

え
な
い
も
の
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

諸
々
の
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
周
り
へ
の
こ
の
集
中
、
あ
る
い
は
身
体
の
塊
の
、
諸
物
へ
の
こ
の
炸
裂
―
―
そ
れ
が
、
私
の
皮

膚
の
或
る
振
動
が
滑
ら
か
さ
や
ざ
ら
ざ
ら
し
た
感
じ
に
な
る
よ
う
に
し
、
私
が
眼
で
物
そ
の
も
の
の
運
動
や
輪
郭
を
追
う
よ
う
に
す
る
も
の
だ

が
―
―
、
こ
の
魔
術
的
関
係
、
諸
物
と
私
と
の
間
の
こ
の
契
約
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
従
っ
て
、
私
が
諸
物
に
私
の
身
体
を
貸
し
与
え
る
こ
と
で
、

諸
物
が
、
そ
れ
ら
の
類
似
を
私
の
身
体
に
刻
み
込
み
、
私
に
与
え
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
の
契
約
、（
中
略
）
見
る
者
と
見
え
る
も
の
、
触
れ
る

者
と
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
鏡
写
し
の
こ
の
二
つ
の
系
列
が
、
或
る
非
常
に
緊
密
な
体
系
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
後
略
）。V

I192 
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こ
こ
で
も
や
は
り
、
身
体
と
知
覚
さ
れ
る
物
と
の
間
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
身
体
は
、
見
え
る
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
見
る

こ
と
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
見
ら
れ
る
も
の
が
見
る
も
の
の
身
体
の
内
に
、
皮
膚
に
感
じ
る
滑
ら
か
さ
や
、
運
動
や
輪
郭
を
追
う
こ

と
に
と
も
な
う
眼
の
動
き
と
い
っ
た
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
類
似
し
た
も
の
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
反
響
」
と
言
い
、「
類
似
」

と
言
う
の
は
、
同
質
の
も
の
ど
う
し
の
間
で
知
覚
と
い
う
出
来
事
が
生
じ
る
こ
と
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
で
は
身
体
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
著
作
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
肉
」
で
あ
る
。「
肉
」
と
は
「
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
感
じ
る
も
の
と
い
う
二
重
の
意
味
で
感

覚
的
な
も
の
」（V

I313
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
、
見
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
場
合
に
は
身
体
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
「
肉
」
と
し
て
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
は
、
人
間
と
他
の
諸
事
物
の
間
に
差
異
を
認
め
な
い
。
そ
こ
か
ら
、「
私
の
肉
」、

「
世
界
の
肉
」（V

I192

）
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
12
）
。
こ
れ
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
触
覚
の
様
式
に
関
し
て
言
わ

れ
た
「
反
響
」
の
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
、
思
考
に
よ
る
解
釈
と
し
て
の
視
覚
と
は
相
容
れ

な
い
。
つ
ま
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
反
響
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
視
覚
論
の
、
心
身
二
元
論
的
発
想
に
対

す
る
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
こ
の
意
味
で
の
類
似
に
よ
っ
て
知
覚
の
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
見
え
て
い
る
も
の
は
、
他

の
知
覚
経
験
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
と
し
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
赤
い
服
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
赤
さ
や
形
が
見

る
も
の
の
身
体
に
反
響
を
呼
び
起
こ
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
反
響
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
知
覚
経
験
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
現
在
の
反
響
と
結
び

つ
い
て
は
じ
め
て
現
在
眼
前
に
あ
る
赤
い
服
の
知
覚
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
つ
て
の
知
覚
経
験
も
、
そ
の
経
験
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
や

は
り
そ
の
他
の
知
覚
経
験
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
関
係
は
無
限
に
広
が
っ
て
い
く
。
先
の
『
見
え
る
も
の
と

見
え
な
い
も
の
』
か
ら
の
引
用
に
「
鏡
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
た
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
眼
と
精
神
」
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
念
頭

に
置
い
て
、「
視
覚
は
宇
宙
の
鏡
あ
る
い
は
凝
集
で
あ
る
」
（O

E28

）
と
言
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
実

体
は
一
つ
の
全
体
的
世
界
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
神
の
、
あ
る
い
は
宇
宙
全
体
の
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（

13
）

と
述
べ
る
。
ま
た
、『
モ
ナ
ド
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ロ
ジ
―
』
に
も
、「
各
々
の
単
純
な
実
体
は
全
て
の
他
の
実
体
を
表
出
す
る
関
係
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
、
宇
宙
の
生
き
た
永
遠
の
鏡
で
あ
る
」（

14
）

と
あ
る
。
実
体
は
鏡
と
し
て
宇
宙
全
体
を
映
す
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
れ
を
視
覚
の
在
り
様
を
表
す
言
葉
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
知
覚
に
お
け
る
類
似
と
い
う
の
も
、
単
に
感
覚
的
な
個
物
の
問
題
で
は
な
い
。
眼
前
の
も
の
を
見
る
と
き
、
そ
の
物
の
成
立
に

は
他
の
様
々
な
物
の
知
覚
が
寄
与
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
私
が
知
覚
す
る
こ
と
は
、「
私
の
肉
」
に
お
い
て
、「
世
界
の
肉
」
が
反
映
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
鏡
」
へ
の
言
及
に
続
い
て
、「
作
用
因
的
類
似
に
よ
っ
て
」「
存
在
の
視
覚
へ
の
変
身
」
が
生

じ
る
と
述
べ
る
（O

E28

）
。
ま
た
彼
は
、
「
物
が
画
家
の
う
ち
に
移
っ
て
く
る
」
（ibid.

）
と
も
言
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
志
向
的
形

象
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
見
る
も
の
も
見
え
る
も
の
も
、
と
も
に
肉
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
実
体
の
違
い
は
な
い
。
肉
と
し
て
の
対
象
は
や
は
り
肉
で
あ
る
見
る
も
の
の
う
ち
に
、
眼
の
運
動
な
ど
と
い
う
仕
方
の
反
響
、
類
似
を
引
き
起
こ

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
の
視
覚
が
生
じ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
こ
と
を
、「
作
用
因
的
類
似
」
と
言
う
の
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
な
が
ら
、
知
覚
者
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
間
の
類
似
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し

こ
こ
で
の
類
似
は
、
も
は
や
、『
行
動
の
構
造
』
で
批
判
さ
れ
て
い
た
志
向
的
形
象
の
概
念
に
関
わ
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
知
覚
者
と
知
覚
さ

れ
る
も
の
と
は
と
も
に
「
肉
」
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
魂
と
身
体
の
二
元
性
を
前
提
に
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
眼
前
の
対
象
の
知
覚
に
お
い
て
か

つ
て
の
知
覚
経
験
が
寄
与
し
、
つ
い
に
は
世
界
の
肉
全
体
が
そ
こ
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
は
や
個
別
の
「
物
自
体
」
と
、
そ
の
志

向
的
形
象
と
の
類
似
に
お
い
て
知
覚
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
志
向
的
形
象
の
概
念
を
持
ち

出
す
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
と
も
に
肉
で
あ
る
知
覚
者
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
、
同
質
の
も
の
ど
う
し
の
間
で
の
、「
反
響
」
と
し
て
の
類

似
に
よ
っ
て
知
覚
が
生
じ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
絵
画
は
、
こ
う
し
た
視
覚
が
、
再
び
身
体
の
外
に
お
い
て
見
え
る
よ
う
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
デ
カ
ル

ト
的
存
在
論
と
今
日
の
存
在
論
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。 
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そ
れ
（
＝
タ
ブ
ロ
ー
、
引
用
者
注
）
は
、
様
々
な
物
の
内
的
分
身
が
そ
れ
ら
諸
物
の
う
ち
へ
と
降
り
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
向
き
を
変
え

ら
れ
た
視
覚
で
あ
り
、
視
覚
を
内
か
ら
織
り
成
す
も
の
が
見
え
る
も
の
の
う
ち
へ
と
降
り
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
想
像
的

な
も
の
（
中
略
）
そ
れ
は
肉
的
な
分
身
で
あ
り
、
内
的
等
価
物
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
の
暗
号
で
あ
る
（
後
略
）。N

C174 

 

こ
の
引
用
文
の
前
半
は
タ
ブ
ロ
ー
の
こ
と
を
、「
厳
密
な
意
味
で
の
」
以
下
は
、
そ
れ
以
前
の
知
覚
の
段
階
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
論
述
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
「
内
的
等
価
物
」
と
か
「
分
身
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
事
柄
と
し
て
は
、
眼
前
の
も
の
が
見
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
に
お
け
る
、
世
界
全
体
の
内
的
等
価
物
、
分
身
と
し
て
の
想
像
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
身
体
の
外
に
表
さ
れ

た
も
の
が
タ
ブ
ロ
ー
な
の
で
あ
る
。 

第
一
節
に
引
用
し
た
文
章
に
あ
っ
た
、「
タ
ブ
ロ
ー
の
持
つ
力
」
（O

E40

）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
し
た
議
論
を
前
提
に
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
五
〇
年
か
ら
五
一
年
に
か
け
て
の
講
義
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
幼
児
が
は
じ
め
て

鏡
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
映
っ
た
他
人
や
自
分
の
像
を
、
単
な
る
反
映
で
は
な
く
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
と
い
う
報
告
を
検
討
し

て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
幼
児
に
ば
か
り
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
大
人
で
も
、
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
格
別
に
反
省
的

態
度
を
と
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
起
こ
る
こ
と
な
の
だ
と
言
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
絵
画
の
経
験
に
ま
で
拡
大
す
る
。
彼
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
シ
ャ

ル
ル
十
二
世
の
肖
像
を
見
る
、
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

（
前
略
）
私
は
シ
ャ
ル
ル
十
二
世
が
ず
っ
と
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
一
枚
の
タ
ブ
ロ
ー
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
微
笑
む
「
準
‐
人
物
」
が
い
る
。
鼻
と
唇
を
結
び
付
け
る
こ
の
弧
、

眼
の
こ
の
輝
き
、
そ
れ
は
単
に
或
る
物
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
固
定
さ
れ
た
運
動
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
或
る
微
笑
な
の
で
あ
る
。P197 
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サ
ル
ト
ル
は
『
想
像
的
な
も
の
』
に
お
い
て
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
肖
像
を
見
る
と
き
、「
亡
く
な
っ
た
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
そ
こ
に
、
我
々
の
前
に

現
前
し
て
い
る
」（

15
）

と
言
う
。
今
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
文
は
、
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
描
か
れ
た
人
物
は
、

た
し
か
に
実
在
の
人
物
で
は
な
い
が
、
し
か
し
見
る
者
は
、
そ
れ
を
単
な
る
記
号
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
微
笑
み
が
生
じ
る
の
を
見
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
が
、「
眼
と
精
神
」
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
議
論
は
ま
ず
鏡
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
鏡
の
前
で
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
て
い

る
と
き
、
そ
の
鏡
に
映
っ
た
指
に
も
パ
イ
プ
の
熱
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
精
神
分
析
学
者
に
よ
る
報
告
を
紹
介
し
た
（O

E33

）
後
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
タ
ブ
ロ
ー
も
、
鏡
と
同
様
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
サ
ル
ト
ル
を
参
照
し
な
が
ら
、
肖
像

画
の
人
物
の
微
笑
み
の
例
を
挙
げ
る
。 

 

『
嘔
吐
』
の
語
る
、
ず
っ
と
以
前
に
亡
く
な
っ
た
君
主
の
微
笑
み
は
、
一
枚
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
表
面
で
何
度
も
繰
り
返
し
現
れ
続
け
て
い
る
が
、

そ
れ
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
あ
る
い
は
本
質
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
も
足
り
な
い
。
そ
れ
は
、
私
が
タ
ブ
ロ
ー
を
見

る
や
否
や
、
そ
れ
の
持
つ
も
っ
と
も
生
き
生
き
し
た
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
、
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。O

E35

（
16
） 

 

君
主
の
肖
像
に
は
、
そ
れ
が
君
主
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
か
、
君
主
の
本
質
が
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
到
底
足
り
な
い
よ
う
な
、

君
主
自
身
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
見
る
も
の
へ
の
訴
え
か
け
が
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
れ
に
続
い
て
や
は
り
「
作
用
因

的
類
似
」
（O

E35

）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
う
し
た
絵
画
体
験
を
、
先
の
反
響
、
類
似
と
し
て
の
知
覚
の
あ
り
よ
う
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
イ
コ
ン
の
持
つ
力
」
（O

E39
）
と
言
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
を
描
い
た
画
家
の
身
体
が
鏡
と
な
り
、
そ

れ
が
さ
ら
に
絵
画
に
お
い
て
反
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、君
主
自
身
が
そ
こ
に
移
っ
て
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
鏡
の
反
射
に
も
比
せ
ら
れ
る
肉
ど
う
し
の
響
き
あ
い
と
し
て
視
覚
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
、
そ
の
視
覚
が
、
鏡
と
同
様
の
機

能
を
持
つ
絵
画
に
表
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
思
考
に
よ
る
記
号
の
読
解
で
は
な
い
、
絵
画
の
持
つ
力
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
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る
の
で
あ
る
。 

 
結
び 

 

デ
カ
ル
ト
が
絵
画
を
例
と
し
て
視
覚
を
論
じ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
、
絵
画
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
、
デ

カ
ル
ト
と
は
異
な
っ
た
視
覚
論
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
主
に
問
題
に
な
り
、
批
判
さ
れ
て
い
た
の
は
、
投
影
と
し
て
の
視
覚
、
そ
し

て
、
身
体
と
は
区
別
さ
れ
た
魂
に
よ
る
記
号
の
読
解
と
し
て
の
視
覚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
自
ら
の
絵
画
体
験
や
、

知
覚
や
無
意
識
に
関
す
る
か
つ
て
の
自
ら
の
議
論
を
綜
合
し
な
が
ら
、
意
識
に
よ
ら
ず
に
肉
に
お
い
て
生
じ
る
類
似
、
そ
し
て
想
像
的
な
も
の
と
し

て
形
成
さ
れ
る
視
覚
を
対
置
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
、
彼
は
、
画
家
た
ち
の
言
葉
に
、
時
に
は
そ
れ
を
大
幅
に
作
り
変
え
な
が
ら
も
、
依
拠

し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
絵
画
、
そ
し
て
画
家
た
ち
の
言
葉
は
、
大
き
な
理
論
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

凡
例 

 

本
論
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
文
献
と
そ
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
既
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

 M
aurice M

erleau-Ponty

の
著
作 

SC: La structure du com
portem

ent, «Q
uadrige», Paris, PU

F, 1990(1942)

（
『
行
動
の
構
造
』、
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
年
）. 

PP: Phénom
énologie de la perception, Paris, G

allim
ard, 1945

（『
知
覚
の
現
象
学
』、
二
分
冊
、
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
・
木
田
元
・
宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
七
年
、
一
九
七
四
年
）. 

P: Parcours 1935-1951, Lagrasse, Verdier, 1997. 
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IP: L’institution. La passivité. Notes de cours au C
ollège de France (1954-1955), Belin, 2003. 

V
I: Le visible et l’invisible, Paris, G

allim
ard, 1964

（『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』、
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
）. 

O
E: L’œ

il et l’esprit, Paris, G
allim

ard, 1964

（「
眼
と
精
神
」
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、『
眼
と
精
神
』
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）. 

N
C: « L’ontologie cartésienne et l’ontologie d’aujourd’hui », in: Notes de cours 1959-1961, G

allim
ard, 1996. 

 R
ené D

escartes
の
著
作 

AT, V
I: «La dioptrique», in: O

euvres de D
escartes, V

I, publiées par C
harles A

dam
 et Paul Tannery, Paris, Vrin, 1996

（「
屈
折
光
学
」、
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
、

『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
１
』、
白
水
社
、
一
九
七
三
年
） 

 Leonardo da Vinci

の
著
作 

C
: Léonard de Vinci. Traité de la peinture, établi par A

ndré C
hastel, C

lub des Libraires de France, 1960. 
R

: The Literary W
orks of Leonardo da Vinci, com

piled and edited from
 the original m

anuscripts by Jean Paul Richter, Volum
e 1, N

ew
 York, Phaidon, 3rd 

edition, 1970

（
ジ
ー
ン
・
ポ
ー
ル
・
リ
ヒ
タ
ー
編
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
画
論
』、
杉
田
益
次
郎
訳
、
ア
ト
リ
エ
社
、
一
九
四
一
年
）. 

 

注 
 

（
１
）G

eorges Charbonnier, Le m
onologue du peintre, N

euilly sur Seine, G
uy D

urier, 1980(Julliard, 1959), p. 182. 

（
２
）Etienne G

ilson, Index scolastico-cartésien, Paris, Vrin, 1979, p. 98
を
参
照
。 

（
３
）Eustachio a Saincto Paulo, Sum

m
a philosophiae quadripartita: de rebus dialecticis, m

oralibus et m
etaphysicis, Parisiis, C

arolus C
hastellain, 1609, t.  

 
II, p. 340. 

（
４
）
ジ
ル
ソ
ン
は
、「
志
向
的
形
象
」
を
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
可
知
的
形
象
」
の
思
想
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、
ア
ル
キ
エ
、
山
田

弘
明
は
、
こ
れ
を
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
よ
り
も
む
し
ろ
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
エ
イ
ド
ー
ラ
に
関
連
付
け
る
。Cf. Etienne G

ilson, Etudes sur le rôle de la pensée 
m

édiévale dans la form
ation du systèm

e cartésien, Paris, Vrin, 1930, p. 25; Ferdinand A
lquié, O

euvres philosophiques de D
escartes, Tom

e I, Paris, 
G

arnier Frères, 1963, pp. 655-6, note 2; 

山
田
弘
明
『
デ
カ
ル
ト
「
省
察
」
の
研
究
』、
創
文
社
、
一
九
〇
頁
。 
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（
５
）
レ
オ
ナ
ル
ド
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
リ
ヒ
タ
ー
編
の
イ
タ
リ
ア
語
原
文
、
そ
の
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
依
拠
し
た
、
シ
ャ
ス
テ
ル

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
基
づ
い
て
訳
出
を
行
っ
た
。 

（
６
）
こ
の
文
の
イ
タ
リ
ア
語
原
文
はC

laire J. Farago, Leonardo da Vinci’s Paragone. A Critical Interpretation with a New Edition of the Text in the Codex 
U

rbinas, Leiden/N
ew

 York/Copenhagen/K
öln, E.J. B

rill, 1992, pp. 198-200

を
参
照
し
た
。 

（
７
）
シ
ャ
ス
テ
ル
に
よ
る
訳
注
（C209

）
を
参
照
。 

（
８
）
た
と
え
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
が
『
夢
』
と
『
現
実
』
に
つ
い
て
語
り
、
想
像
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
区
別
に
つ
い
て

あ
れ
こ
れ
考
え
、『
現
実
的
な
』
も
の
を
疑
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
区
別
が
分
析
以
前
に
す
で
に
私
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
私
が
現
実

的
な
も
の
な
ら
び
に
想
像
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
後
略
）」（PP, X

I

）
と
言
う
。 

（
９
）Jean-Paul Sartre, L’im

aginaire. Psychologie phénom
énologique de l’im

agination, Paris, G
allim

ard, 1940, rééd. «Folio », 1986, pp. 308-39

（『
想
像
力
の

問
題
―
―
想
像
力
の
現
象
学
的
心
理
学
―
―
』
、
平
井
啓
之
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
五
五
年
、
三
〇
七
‐
四
〇
頁
）. 

（
10
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
議
論
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
は
拙
稿
「
『
奥
行
き
』
に
お
け
る
『
同
時
性
』
―
―
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
時
間
論
の
展
開
」
、『
美
学
』
、

第
五
八
巻
一
号
（
二
二
九
号
）、
二
〇
〇
七
年
、
四
三
‐
五
六
頁
参
照
。 

（
11
）「
眼
と
精
神
」、
邦
訳
訳
注
三
三
四
頁
。 

（
12
）「
肉
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
注
（
10
）
の
拙
稿
参
照
。 

（
13
）G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz, «D
iscours de m

étaphysique», in: D
ie philosophischen Schriften von G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz, herausgegeben von Carl 
Im

m
anuel G

erhardt, Vierter B
and, H

ildesheim
, G

eorg O
lm

s, 1960 (N
achdruck der A

usgabe B
erlin 1880), S. 434

（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
形
而
上
学
叙
説
』、

河
野
与
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
〇
年
、
八
五
頁
）. 

（
14
）Gottfried W

ilhelm
 Leibniz, La m

onadologie, publiée d’après les m
anusucrits et accom

pagnée d’éclaircissem
ents par Em

ile Boutroux, suivie d’une note 
sur les principe de la m

écanique dans D
escartes et dans Leibniz par H

enri Poincaré, N
euvièm

e édition, Paris, Librairie Ch. D
elagrave, p. 173

（
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
『
単
子
論
』、
河
野
与
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
、
二
六
九
頁
）. 

（
15
）Sartre, L’im

aginaire, op.cit., p. 53

（
邦
訳
四
九
頁
）. 

（
16
）
こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
嘔
吐
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
彼
の
誤
り
で
あ
り
、
前
注
の
『
想
像
的
な
も
の
』
に
お
け
る
議
論
が
念
頭
に

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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遠近法の説明図（R159 に掲載）


