
物
語
る
絵
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー

一
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
■
｢
物
語
｣

西

村

清

和

本
論
は
､
㌧
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
､
十
八
世
紀
の
近
代
の
歴
史
画
へ
と
い
た
る
西
洋
の
｢
物
語
る
絵
｣

の
ご
く
お
お
ま
か
な
歴
史
展
開
を
､
歴
史
的
な

デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
こ
れ
ま
で
の
美
術
史
研
究
の
蓄
積
に
依
拠
し
.
つ
つ
､
と
く
に
こ
と
ば
と
イ
メ
ー
ジ
の
相
関
と
語
り
.
の
文
法
と
い
う
美

学
的
な
論
点
に
限
定
し
て
､
現
代
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
分
析
の
手
法
七
よ
っ
て
読
み
解
い
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

エ
ク
フ
ラ
シ
ス
は
､
古
代
末
期
に
知
ら
れ
た
修
辞
学
朝
訓
練
の
一
部
と
し
て
､
歴
史
や
神
話
や
聖
書
に
で
て
く
る
人
物
や
で
き
ご
と
に
つ
い
て
､

聴
衆
が
あ
た
か
も
絵
に
措
い
た
よ
う
な
生
き
生
き
し
た
イ
メ
ー
ジ
(
エ
ナ
ル
ゲ
イ
ア
e
n
a
膏
i
a
)
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
に
記
述
す
る
発
話
で

あ
る
｡
こ
ん
に
ち
に
伝
え
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
著
作
の
最
初
の
も
の
は
､
三
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
人
ソ
フ
ィ
ス
ト
､
大
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
.
冒
イ

コ
ネ
ス

(
E
i
k
O
n
e
S
‥
l
ヨ
a
乳
n
e
s
)
』
で
あ
る
が
､
さ
か
の
ほ
っ
て
ホ
メ
一
口
ス
の
ア
キ
レ
ウ
ス
の
楯
や
ヘ
ラ
の
車
の
描
写
､
あ
る
い
は
ル
キ
ア
ノ
ス
に

よ
る
ア
ベ
レ
ス
｢
誹
誇
｣
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
も
､
そ
の
内
容
か
ら
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
と
見
な
さ
れ
､
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
｡

フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
冒
イ
コ
ネ
ス
』
は
､
ナ
ポ
リ
郊
外
の
邸
宅
を
た
ず
ね
た
お
り
に
そ
こ
で
か
れ
が
目
に
し
た
絵
に
つ
い
て
､
そ
の
邸
の
息

子
で
あ
る
十
才
の
少
年
を
欄
手
に
､
そ
れ
ら
の
絵
を
ほ
め
た
た
え
つ
つ
そ
の
意
味
を
解
釈
し
た
と
い
う
設
定
で
､
六
十
を
こ
え
る
絵
の
記
述
を
ふ
く

ん
で
い
る
が
､
そ
れ
ら
の
絵
が
実
在
し
た
か
架
空
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
あ
き
.
ら
か
で
は
な
い
.
｡
ま
た
か
れ
の
テ
ク
ス
ト
は
､
｢
こ
の
絵
は
あ
ま
り
に



も
真
実
を
顧
慮
し
て
い
る
の
で
､
花
か
ち
し
た
た
る
滴
や
花
に
と
.
ま
る
蜂
さ
え
も
見
せ
て
い
る
｡

-

も
っ
と
も
ほ
ん
と
う
の
蜂
が
描
か
れ
た
花
に

欺
か
れ
た
も
の
か
､
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
欺
か
れ
て
､
ほ
ん
と
､
↑
は
描
か
れ
た
蜂
を
本
物
だ
と
考
え
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い
て
は
､
わ
た
し
に
は

わ
か
ら
な
い
の
だ
が
､
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
｣
T
)
と
い
う
ま
う
に
､
記
述
の
対
象
が
絵
画
な
の
か
自
然
そ
の
も
の
な
の
か
不
明
な
ま
ま
､

読
者
を
宙
づ
り
の
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
さ
ら
に
か
れ
は
し
ば
し
ば
､
画
中
の
人
物
に
盾
接
話
し
か
け
た
り
も
す
る
｡
こ
れ
ら
は
お
そ
ら

く
は
修
辞
学
劇
な
誇
張
だ
ろ
う
が
､
古
代
の
エ
ク
･
フ
ラ
シ
ス
が
絵
画
に
対
す
る
執
着
の
反
応
を
も
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､

こ
の
古
代
の
｢
ト
ロ
ン
プ
･
ル
イ
ユ
｣
.
効
果
に
も
と
づ
く
い
わ
ば
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
イ
リ
ユ
ー
ジ
㍉
ニ
ズ
ム
は
､
.
当
時
の
ひ
と
び
と
の
絵
画
経
験
に
つ

い
て
の
一
t
般
的
な
考
え
方
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
■

フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
斗
ス
に
と
っ
て
絵
画
と
は
ま
た
∵
王
題
の
も
つ
｢
意
味
と
モ
ラ
ル
｣
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
ス
カ
マ
ン
ド
ロ
ス
と

ヘ
ー
バ
イ
ス
ト
ス
を
描
い
た
場
面
で
は
､
か
れ
は
お
僕
の
少
年
に
､
｢
こ
こ
に
あ
る
こ
･
の
絵
が
ホ
ヌ
ー
ロ
ス
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
に
君
は
も
う
気

づ
い
た
ろ
う
か
‥
.
･
い
ず
れ
に
せ
よ
､
そ
の
意
味
に
た
ど
り
つ
く
よ
う
に
試
み
て
み
よ
う
｡
絵
の
場
面
が
ま
さ
に
描
い
て
い
る
当
の
で
き
ご
と
そ

の
も
の
を
見
る
た
め
に
､
君
の
目
を
絵
そ
の
も
の
か
ち
転
じ
る
よ
う
に
し
た
ま
え
｡
も
ち
ろ
ん
君
は
ホ
メ
一
口
ス
が
1
､
パ
小
口
ク
ロ
ス
に
復
讐
す
る

た
め
に
ア
キ
レ
ウ
ス
を
立
ち
あ
が
ら
せ
､
ま
た
神
々
が
こ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
た
結
果
お
た
が
い
に
戦
う
に
い
た
っ
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
一
節
を

知
っ
て
い
る
ね
｣
〈
2
〉
と
語
乃
か
け
る
｡
一
っ
ま
乃
絵
の
観
者
は
､
描
か
れ
た
物
語
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
知
識
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
絵
の

意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
は
､
む
し
ろ
絵
か
ら
目
を
転
じ
て
､
そ
の
絵
が
依
拠
す
る
テ
ク
ス
ト
ヘ
と
帰
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
｢
ク
ピ
ド
た
ち
｣

の
記
述
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

｢
と
い
う
の
も
こ
こ
に
は
､
残
り
の
着
た
ち
か
ら
は
な
れ
て
､
も
っ
と
も
美
し
い
四
人
の
ク
ピ
ド
が
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
ふ
た
り
は
リ

ン
ゴ
を
お
た
が
い
に
投
げ
た
り
､
投
げ
返
し
た
り
し
て
い
る
｡
別
の
ふ
た
り
は
､
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
に
夢
中
で
あ
る
｡
ひ
と
り
は
相
手
を
狙
っ
て
射

か
け
､
他
方
も
こ
れ
に
お
題
し
し
て
い
る
｡
し
か
し
か
れ
ら
の
顔
つ
き
に
は
､
な
ん
ら
敵
意
の
痕
跡
は
な
い
｡
む
し
ろ
か
れ
ら
は
う
た
が
い
も
な

く
､
お
た
が
い
に
自
分
の
胸
を
､
矢
が
突
き
刺
さ
る
よ
う
に
相
手
に
さ
し
だ
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
美
し
い
謎
だ
｡
さ
て
､
な
ん
と
か
わ
た
し
が
画

2



家
の
意
図
し
た
意
味
を
い
い
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
見
て
み
よ
う
｡
い
い
か
い
君
､
こ
れ
は
一
方
の
他
方
に
対
す
る
友
愛
で
あ
り
､
.
お

た
が
い
に
求
め
あ
う
気
持
ち
な
の
だ
‥
･
む
こ
う
の
､
多
く
の
見
物
人
に
か
こ
ま
れ
た
ク
ピ
ド
た
ち
は
､
お
た
が
い
に
興
奮
し
あ
っ
て
､
一
種

の
レ
ス
リ
ン
グ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
｡
き
っ
と
君
も
大
い
に
そ
れ
を
望
む
だ
ろ
う
か
ら
､
ひ
と
つ
そ
の
レ
ス
リ
ン
グ
の
様
子
を
描
写
し
て
み
よ

う
｡
一
人
が
相
手
の
背
後
を
不
意
に
お
そ
っ
て
こ
れ
を
つ
か
ま
え
た
が
､
さ
ら
に
そ
の
喉
を
し
め
あ
げ
､
か
ら
だ
を
両
足
で
は
さ
み
こ
む
｡
し
か

し
相
手
は
降
参
せ
ず
に
立
ち
あ
が
り
､
か
れ
の
喉
を
し
め
あ
げ
て
い
る
手
を
は
な
さ
せ
よ
う
と
し
て
､
そ
の
手
の
指
の
一
本
を
こ
れ
以
上
つ
か
ん

で
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
反
り
曲
げ
る
｡
指
を
反
り
曲
げ
ら
れ
た
ク
ピ
ド
の
方
は
､
苦
痛
か
ら
､
相
手
の
耳
を
か
じ
る
｡
こ
れ
を
見
物
し
て
い

る
ク
ピ
ド
た
ち
は
､
こ
れ
を
ア
ン
フ
ェ
ア
で
レ
ス
リ
ン
グ
の
ル
ー
ル
に
反
す
る
と
し
て
こ
の
ク
ピ
ド
に
腹
を
立
て
､
か
れ
に
リ
ン
ゴ
を
投
げ
つ
け

て
い
る
｡
さ
て
､
違
く
の
ウ
サ
ギ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
､
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
を
駆
り
立
て
る
ク
ピ
ド
た
ち
に
加
わ
ろ
う
‥
･
｣
{
せ

か
れ
は
ま
ず
じ
っ
さ
い
に
描
か
れ
た
場
面
の
前
後
に
お
こ
る
で
き
ご
と
を
想
起
し
た
う
え
で
､
時
間
継
起
の
要
素
を
絵
の
な
か
に
注
入
す
る
｡
レ
ス

リ
ン
グ
の
記
述
に
は
､
と
う
て
い
絵
に
描
け
な
い
一
連
の
行
動
と
で
き
ご
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
｡
か
れ
は
絵
に
な
い
思
考
や
情
念
や
と
き
に
は
こ

と
ば
さ
え
も
､
外
か
ら
絵
に
注
入
し
､
香
り
や
音
の
共
感
覚
に
も
う
っ
た
え
て
､
｢
さ
て
､
遠
く
の
ウ
サ
ギ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
､
わ
れ
わ
れ
も
そ

れ
を
駆
り
立
て
る
ク
ピ
ド
た
ち
に
加
わ
ろ
う
｣
と
い
う
よ
う
に
､
聴
衆
を
記
述
さ
れ
た
そ
の
場
面
へ
と
誘
い
こ
む
｡
し
か
も
こ
う
し
た
い
わ
ば
ゼ
ウ

ク
シ
ス
的
イ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
は
､
あ
く
ま
で
も
そ
の
画
像
の
主
題
が
意
味
す
る
も
の
の
｢
解
釈
｣

へ
と
捧
げ
ら
れ
て
い
る
｡
文
中
に
し
き
り
に

で
て
く
る
｢
と
い
う
の
も
｣
｢
な
ぜ
な
ら
｣
と
い
っ
た
意
味
を
推
論
し
説
明
す
る
表
現
は
､
画
像
を
見
る
こ
と
か
ら
は
け
っ
し
て
得
ら
れ
な
い
知
識
で

あ
り
､
こ
の
点
か
ら
見
て
も
､
ロ
ー
ザ
ン
ド
が
い
う
よ
う
に
､
こ
こ
に
あ
る
の
は
｢
修
辞
学
的
自
然
主
義
(
r
h
e
t
O
r
i
c
a
】
邑
u
邑
i
s
∋
)
｣
(
｡
}
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
｡
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
主
体
は
､
絵
を
見
て
共
感
を
感
じ
る
｢
見
る
も
の
｣
と
い
う
よ
り
､
絵
を
｢
読
む
｣
こ
と
で
｢
物
語
る
｣
修
辞

学
的
語
り
手
で
あ
る
｡
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
目
的
は
､
詩
人
の
｢
こ
と
ば
に
よ
る
絵
画
｣
の
技
備
を
見
せ
び
ら
か
す
と
同
時
に
､
読
者
に
対
し
て
､
絵

を
ど
う
見
る
べ
き
か
､
そ
れ
に
ど
う
反
応
す
れ
ば
よ
い
か
を
教
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
な
お
｢
詩
は
絵
の
ご
と
く
｣
･
が
示
し
て
い

る
よ
う
な
､
そ
し
て
ま
た
伝
統
的
な
詩
と
絵
の
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
が
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
な
､
絵
画
に
対
す
る
こ
と
ば
な
い
し
テ
ク
ス
ト
と
修
辞
学
の

3



優
位
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
｡

4

古
代
の
フ
ィ
ロ
ス
上
フ
ト
ス
的
な
ユ
タ
フ
ラ
シ
ス
を
継
承
し
た
の
は
､
･
マ
ヌ
エ
ル
･
･
ケ
リ
ユ
ソ
ロ
ラ
ス
(
M
2
≠
昆
-
C
h
甘
｡
-
｡
r
a
S
､
d
･
-
A
-
u
)
に
代

表
さ
れ
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
で
あ
る
｡
中
世
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
イ
コ
ン
と
は
､
人
間
の
手
に
な
る
｢
作
品
｣
と
し
て
美
的

に
経
験
さ
れ
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
一
そ
れ
を
つ
ケ
じ
て
神
的
な
も
の
に
い
た
る
手
立
て
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
も
絵
そ
の
も
の
で

は
な
く
､
描
か
れ
た
当
の
主
題
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
(
5
)
｡
た
と
え
ば
十
二
世
紀
終
わ
り
の
ニ
コ
ラ
オ
ス
･
メ
サ
リ
テ
ス
(
N
i
k
｡
-
a
｡
S
M
e
s
賢
乳
は
､

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
.
に
あ
る
聖
使
徒
教
会
を
､
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
的
な
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
慣
習
を
踏
襲
し
っ
つ
､
描
か
れ
た
で
き
ご
と
が
現

実
に
目
の
前
で
お
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
用
し
か
も
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
と
は
ち
が
っ
て
､
か
れ
は
自
分
が
目
に
し
記
述
し
て
い

る
の
は
じ
っ
さ
い
に
は
た
ん
な
る
人
工
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
も
は
っ
き
り
と
言
明
す
る
｡
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
復
活
の
場
面
を
描
い
た
モ

ザ
イ
ク
画
を
記
述
し
た
あ
と
で
､
そ
こ
に
描
か
れ
た
使
徒
た
ち
に
む
か
っ
て
直
接
､
･
つ
ぎ
の
よ
う
に
話
し
か
け
る
｡
.

｢
し
か
し
､
主
が
こ
う
む
っ
た
こ
う
し
た
で
.
き
ご
と
を
感
じ
と
っ
て
い
る
君
た
ち
､
君
た
ち
は
な
ぜ
､
■
い
ま
だ
に
躊
躇
し
ひ
る
ん
で
い
る
の
か
､

㌧
な
ぜ
以
前
の
よ
う
に
大
き
な
声
で
､
君
た
ち
が
ふ
れ
た
の
が
主
で
あ
り
神
で
あ
る
と
宣
言
し
な
い
の
か
､
じ
つ
さ
い
に
手
で
ふ
れ
る
こ
と
を
つ
う

じ
て
､
彿
秘
的
な
や
り
方
で
君
た
ち
に
啓
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
､
わ
れ
わ
れ
に
証
明
し
て
見
せ
な
い
の
か
｡
だ
が
､
君
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
の
こ

と
を
気
に
も
と
め
な
い
の
は
当
然
な
の
だ
っ
と
い
う
の
も
､
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
見
る
こ
と
､
ま
た
こ
の
語
り
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
､

現
実
の
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
く
､
命
を
も
た
ず
た
ん
に
描
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
な
の
だ
｣
〈
せ
｡
･
･

肉
眼
で
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
も
こ
と
ば
に
よ
っ
て
言
及
す
る
こ
と
で
､
メ
サ
リ
テ
ス
の
エ
タ
フ
ラ
シ
ス
は
､
描
か
れ
た
世
界
を
目
の
当
た

り
に
す
る
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
イ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
を
こ
え
て
､
も
は
や
措
か
れ
る
こ
と
の
で
･
き
な
い
｢
精
神
性
の
領
域
へ
と
い
た
る
｣
〈
7
)
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
古
代
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
を
介
し
て
､
た
と
え
ば
ク
リ
エ
ソ
ロ
ラ
ス
の
弟
子
で
イ
タ
リ
ア
人
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
グ
ア

リ
ー
ノ
(
G
u
a
ユ
n
0
0
一
斉
ぎ
､
-
芸
⊥
会
○
)
に
よ
っ
て
イ
タ
け
ア
･
～
ネ
サ
ン
ス
･
へ
と
伝
え
ら
れ
た
が
(
て
ノ
ー
マ
ン
･
ラ
ン
ド
は
そ
こ
に
ひ

と
つ
の
変
化
を
認
め
で
い
る
｡
グ
ア
リ
ー
ノ
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
も
､
観
者
の
日
の
ま
え
に
措
か
れ
た
人
物
が
い
る
よ
う
な
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
イ
リ
ユ
ー



ジ
ョ
ニ
ズ
ム
に
言
及
す
る
一
方
で
､
｢
か
れ
[
=
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
]
は
こ
こ
に
い
る
と
同
時
に
､
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
あ
る
｡
洞
窟
は

か
れ
の
肉
体
を
し
ば
っ
て
い
る
が
､
か
れ
の
魂
は
､
天
上
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
の
だ
｣
互
と
い
う
よ
う
に
､
メ
サ
リ
テ
ス
的
な
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
エ

ク
フ
ラ
シ
ス
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
C
し
か
も
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
､
メ
サ
り
テ
ス
と
は
ち
が
っ
て
､
グ
ア
リ
ー
ノ
に
と
っ
て
は
｢
絵
の
白
熊
字
義
と

宗
教
的
意
義
と
は
､
お
た
が
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
絵
の
自
準
王
義
こ
そ
が
･
･
･
か
れ
を
よ
り
高
次
の
物
事
を
観
想
す
る
こ

と
へ
と
み
ち
ぴ
く
｣
(
柑
一
｡
つ
ま
り
こ
こ
に
は
す
で
に
､
措
か
れ
た
絵
の
リ
ア
ル
な
表
現
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
見
て
と
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ダ

ン
テ
､
ボ
ッ
カ
チ
オ
､
ア
リ
オ
ス
ト
､
タ
ッ
ソ
ー
な
ど
､
こ
の
時
期
の
多
く
の
詩
人
た
ち
も
､
そ
の
詩
の
な
か
で
架
空
の
作
品
に
つ
い
て
の
記
述
を

し
て
い
る
が
､
ラ
ン
ド
は
か
れ
ら
の
う
ち
に
も
こ
れ
と
似
た
傾
向
を
見
て
い
る
｡

二

絵
画
的
描
写
の
美
的
自
立

図lピサネロ｢聖エウスタキウスの幻視｣

(1436-38)､ロンドン､ナショナル･ギャラ

リー

l
方
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
は
､
グ
ア
リ
ー
ノ
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ス
ト
か
ら
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
ヘ
と
い
た
る
過
程
に
､
も
う
ひ
と
つ
の
変
化
を
認
め
て
い
る
｡
グ

ア
リ
ー
ノ
た
ち
が
も
っ
と
も
賞
賛
し
た
の
は
ピ
サ
ネ
ロ
だ
っ
た
が
､
か
れ
の
絵
の
特
徴
は
多
彩

な
細
部
描
写
に
あ
る
(
図
1
)
｡
｢
多
彩
さ
(
く
邑
0
富
)
｣
と
は
修
辞
学
上
の
価
値
の
ひ
と
つ
で

あ
る
｡
グ
ア
リ
ー
ノ
は
物
語
の
統
一
性
に
か
な
ら
ず
し
も
関
係
な
く
､
こ
れ
ら
個
々
の
魅
力
的

で
目
を
驚
か
す
ア
イ
テ
ム
を
と
り
あ
げ
記
述
す
る
の
だ
が
､
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
は
こ
こ
か
ら
､

ピ
サ
ネ
ロ
の
物
語
る
絵
の
ス
タ
イ
ル
と
､
グ
ア
リ
ー
ノ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
エ
タ
フ

ラ
シ
ス
の
語
り
の
あ
い
だ
に
は
｢
真
の
一
致
が
あ
る
｣
(
‖
)
と
見
る
｡
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
露
画

論
｣
も
､
基
本
的
に
は
一
四
三
五
年
時
点
で
の
修
辞
学
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
体
系
に
も
と
づ



き
､
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
読
者
に
む
け
て
善
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
第
二
巻
は
絵
画
的
｢
挿
図
(
構
成
､
0
0
ヨ
葛
S
i
t
i
O
)
｣
を
主
題
と

し
て
い
る
が
､
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
に
よ
れ
ば
､
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
る
｢
挿
図
｣
の
定
義
は
｢
修
辞
学
の
こ
と
ば
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
｣
に
よ
っ
て
い
る
｡

｢
構
図
と
は
､
措
か
れ
た
作
品
の
申
の
諸
々
の
部
分
が
､
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
絵
画
の
仕
方
で
あ
る
｡
画
家
の
最
も
偉
大
農
作
晶
は
歴
史
画

で
あ
る
｡
歴
史
画
の
部
分
ほ
人
体
で
あ
り
､
人
体
の
部
分
は
肢
体
で
あ
り
､
肢
体
の
部
分
は
諸
々
の
面
で
あ
る
｡
そ
し
て
輪
郭
と
は
諸
面
の
周
辺

を
記
す
或
る
仕
方
に
外
な
ら
な
い
｣
(
望
｡

こ
の
か
ら
だ
を
構
成
す
る
四
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
な
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
い
う
考
え
方
は
､
｢
修
辞
学
そ
の
も
の
か
ら
由
来
す
る
組
織
化
の
モ
デ
ル
｣
垂

で
あ
っ
て
､
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
こ
れ
を
絵
画
に
応
用
し
た
｡
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
学
校
で
少
年
た
ち
が
習
う
｢
構
成
(
構
図
)
｣
と
は
､
言
語
を
構
成

す
る
四
つ
の
レ
ベ
ル
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
､
単
一
の
文
章
を
つ
く
る
技
術
で
あ
る
｡
つ
ま
り
語
は
句
と
な
り
､
句
は
文
(
主
文
､
副
文
な
ど
)

と
な
り
､
文
は
文
章
と
な
る
｡
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
歴
史
画
を
､
そ
れ
が
あ
た
か
も
キ
ケ
ロ
に
よ
る
完

図2 ジョット｢水の上を歩むキリスト｣にもとづく銅

版画

全
文
で
あ
る
か
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
の
で
あ
る
｡
絵
画
の
諸
部
分
の
緊
密
な
結
合
に
よ
っ
て
め
ざ
さ

れ
る
の
は
､
｢
全
体
的
な
歴
史
=
物
語
(
富
t
O
ユ
a
)
｣
で
あ
る
｡

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の

｢
構
図
｣
の
標
準
は
､
ピ
サ
ネ
ロ
で
ほ
な
く
ジ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
｡
か
れ
は
､
ジ

ョ
ッ
ト
の
｢
水
の
上
を
歩
む
キ
リ
ス
ト
(
N
邑
c
塾
a
)
｣(囲
2
)

で
キ
リ
ス
ト
の
十
一
人
の
弟
子
た

ち
が
見
せ
る
多
彩
な
表
情
や
動
作
は
､
し
か
も
恐
怖
と
い
う
物
語
に
共
通
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
統
一

的
な
表
現
を
見
せ
て
い
る
と
考
え
る
｡
さ
ら
に
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
､
こ
こ
に
措
か
れ
た
人
物
た
ち
の

｢
心
の
動
き
は
身
体
の
動
き
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
｣
と
い
う
が
､
こ
れ
は
歴
史
画
に
お
け
る
感
情
表

現
の
た
め
に
も
､
た
ん
に
こ
れ
を
記
述
す
る
詩
人
の
想
像
力
と
修
辞
で
は
な
く
､
克
明
に
現
実
を
再

現
描
写
し
ょ
う
と
す
る
画
家
の
美
的
な
技
術
を
必
要
と
す
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
｡
こ
こ
に

は
､
詩
人
に
よ
る
古
典
的
ユ
タ
フ
ラ
シ
ス
に
は
な
か
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
あ
ら
た



な
関
心
事
､
つ
ま
り
で
き
ご
と
を
再
現
描
写
す
る
画
家
の
技
術
に
対
す
る
美
的
関
心
が
見
ら
れ
る
｡
も
っ
と
も
､
ア
ル
ペ
ル
テ
ィ
に
お
い
て
も
な
お
､

古
典
的
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
伝
統
は
生
き
て
い
る
｡
か
れ
は
画
家
が
受
け
る
｢
あ
ら
ゆ
る
賞
賛
と
い
う
も
の
は
そ
の
歴
史
画
の
着
想
の
う
ち
に
あ
る
｡

美
し
い
着
想
と
い
う
も
の
は
､
見
て
い
る
通
り
絵
が
無
く
と
も
､
そ
の
着
想
そ
の
も
の
だ
け
で
喜
ば
れ
る
と
い
う
ほ
ど
の
威
力
を
も
っ
て
い
る
の
が

常
で
あ
る
｡
人
々
は
ル
キ
ア
ノ
ス
の
物
語
る
､
ア
ベ
レ
ス
に
よ
っ
て
措
か
れ
た
あ
の
｢
誹
誇
｣
の
記
述
を
読
ん
で
感
心
す
る
｣
{
拍
J
と
い
う
が
､
こ
こ

に
は
な
お
古
典
的
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
に
見
ら
れ
た
､
絵
画
に
対
す
る
こ
と
ば
と
修
辞
学
の
優
位
が
見
て
と
れ
る
｡

ア
ル
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
､
ヴ
7
ザ
ー
リ
も
古
典
的
ユ
タ
フ
ラ
シ
ス
を
受
け
つ
ぎ
つ
つ
も
､
す
で
に
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
見
ら
れ
た
､
詩
人
の
こ
と
ば

に
よ
る
物
語
と
画
家
の
美
的
技
術
に
よ
る
再
現
描
写
と
の
｢
等
置
｣
と
い
う
考
え
方
を
お
し
す
す
め
た
〈
ほ
)
｡
か
れ
の
革
新
は
､
措
か
れ
た
物
語
の

｢
着
想
(
創
意
､
i
n
く
e
鼓
O
n
e
)
｣
に
対
し
て
､
観
音
の
想
像
力
に
よ
っ
て
こ
れ
に
感
情
的
に
関
与
し
こ
れ
を
｢
読
む
｣
の
で
は
な
く
､
自
立
し
た
絵

画
的
構
図
の
う
ち
に
物
語
を
｢
見
る
｣
と
い
う
美
的
経
験
に
支
え
ら
れ
て
そ
の
物
語
に
感
情

図3 ティツィアーノ｢ヴィーナスヘの奉
献｣､マドリード､プラド美術館

的
に
関
与
し
､
こ
の
立
場
か
ら
画
家
の
技
術
を
美
的
に
批
評
す
る
と
い
う
い
き
か
た
に
あ
る
｡

フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
ご
イ
コ
ネ
ス
｣
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
､
か
な
ら
ず
し
も
ひ

ろ
く
読
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
応
じ
る
よ
う
に
､
画
家

た
ち
の
ほ
う
で
も
､
古
代
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
を
絵
画
と
し
て
復
興
し
よ
う
と
し
た
｡
一
五
七

八
年
に
出
版
さ
れ
た
ド
･
ヴ
ィ
ジ
ュ
ネ
ー
ル
(
B
-
a
i
罵
d
e
V
i
g
苫
曾
e
)
に
よ
る
〓
イ
コ
ネ
ス
｣

の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
､
一
六
一
四
年
に
再
版
さ
れ
た
が
､
そ
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
の
銅
版

画
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
(
柑
〉
｡
ポ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
は
ア
ベ
レ
ス
の
｢
誹
譲
｣
や
｢
プ
リ
マ
ヴ

ュ
ラ
｣
を
措
き
､
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
も
｢
誹
譲
｣
を
措
い
て
い
る
｡
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
も
､
さ

き
に
あ
げ
た
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
｢
ク
ピ
ド
た
ち
｣
に
も
と
づ
く
｢
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
奉

献｣

(
図
3
)

や
｢
ア
ン
ド
ロ
ス
島
の
人
々
｣
を
措
い
た
が
､
ロ
ー
ザ
ン
ド
も
い
う
よ
う
に
､



か
れ
は
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
細
部
の
描
写
の
す
べ
て
に
忠
実
で
あ
り
､
こ
こ
で
は
｢
絵
画
的
統
辞
法
は
､
テ
ク
ス
ト
の
統
辞
法
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ

る
｣
(
･
7
)
｡
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
自
身
､
神
話
を
措
い
た
自
分
の
絵
を
｢
ポ
エ
ジ
ー
｣
と
.
呼
ん
だ
と
い
う
が
､
こ
こ
に
は
な
お
､
絵
画
と
テ
ク
ス
ト
の
類

比
に
も
と
づ
く
｢
詩
は
絵
の
ご
と
く
｣
が
含
意
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
､
一
六
三
〇
年
代
に
ル
ー
ベ
ン
ス
が
こ
れ
ら
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
絵
を
模
写
す

る
と
き
､
か
れ
は
も
は
や
｢
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
で
は
な
く
､
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
構
成
に
､
し
た
が
っ
て
文
学
的
な
報
告
に
で

は
な
く
､
そ
れ
に
も
と
づ
く
絵
画
的
現
実
化
に
応
じ
ょ
う
と
し
た
｣
(
柑
)
｡
ロ
ー
ザ
ン
ド
に
よ
れ
ば
､
ル
ー
ベ
ン
ス
に
い
た
っ
て
､
｢
エ
ク
フ
ラ
シ
ス

の
サ
イ
ク
ル
の
第
二
期
は
閉
じ
る
｡
テ
ク
ス
ト
は
イ
メ
ー
ジ

一

間絵画性(inte旦ctO已-i皇といってもよいだろ､7に道をゆずった｣

{
"
)
の
で
あ
る
｡

三

美
的
イ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
個
人
主
体
の
構
成

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
変
化
と
､
こ
れ
に
対
応
し
た
画
家
た
ち
の
意
識
の
変
化
は
､
ひ
と
こ
と
で
い
え

ば
｢
詩
は
絵
の
ご
と
く
｣
の
格
言
が
標
模
し
て
き
た
､
物
語
る
絵
画
に
対
す
る
テ
ク
ス
ト
と
修
辞
学
の
優
位
か
ら
の
解
放
で
あ
り
､
絵
画
の
美
的
自

立
性
へ
の
展
開
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
､
壁
画
に
見
ら
れ
る
､
が
ん
ら
い
一
画
面
に
収
ま
り
き
ら
な
い
で
き

ご
と
を
描
き
こ
む
異
時
同
図
法
の
よ
う
に
､
絵
画
平
面
を
た
ん
に
テ
ク
ス
ト
を
語
る
た
め
の
物
語
言
説
(
d
i
s
c
Q
弓
S
e
)
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
あ
つ
か

う
や
り
方
か
ら
､
語
ら
れ
た
物
語
世
界
(
s
t
O
旦
の
時
･
空
間
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
へ
の
変
化
で
あ
り
､
措
か
れ
､
自
立
し
た
物
語
世
界
内
部
の

リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
で
あ
る
｡
こ
の
変
化
に
応
じ
て
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
こ
れ
を
見
る
観
者
の
ま
な
ざ
し
も
変
化
す
る
｡
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
､

モ
ザ
イ
ク
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
画
像
イ
メ
ー
ジ
は
､
こ
れ
を
見
る
ひ
と
び
と
を
と
り
ま
き
､
あ
ら
ゆ
る
次
元
か
ら
か
れ
ら
に
呼
び
か
け
る
建
築
的

な
環
境
空
間
の
全
体
､
い
わ
ば
教
会
や
聖
堂
と
い
う
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
空
間
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で

あ
り
､
宗
教
儀
礼
の
劇
場
で
あ
る
｡
ひ
と
は
会
衆
と
し
て
､
こ
の
典
礼
空
間
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
内
部
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
秩
序
に
し
た
が

8



っ
て
移
動
し
っ
つ
､
そ
の
壁
面
上
に
展
開
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
サ
イ
ク
ル
を
目
で
追
う
こ
と
で
､
そ
こ
に
ひ
び
き
わ
た
る
聖
な
る
こ
と
ば
の
具
現
に
立

ち
あ
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
中
世
･
ビ
ザ
ン
チ
ン
的
な
視
覚
体
制
は
､
ジ
ョ
ッ
ト
以
降
の
フ
レ
ス
コ
画
に
お
い
て
変
化
し
は
じ
め
る
｡
ジ
ョ

ッ
ト
の
フ
レ
ス
コ
は
､
一
方
で
な
お
こ
と
ば
に
よ
る
物
語
の
連
鎖
に
支
え
ら
れ
た
サ
イ
ク
ル
を
構
成
し
っ
つ
も
､
他
方
で
す
で
に
各
場
面
は
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
た
画
面
と
し
て
自
立
し
は
じ
め
る
垂
｡
そ
れ
に
つ
れ
て
､
こ
れ
を
見
る
観
者
も
儀
礼
的
な
会
衆
か
ら
個
人
と
し
て
と
り
だ
さ
れ
て
､
こ

の
特
定
の
画
像
の
受
容
者
と
し
て
特
殊
化
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
や
が
て
､
プ
ラ
イ
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
､
｢
個
別
化
さ
れ
た
見
る
主
体
｣
(
聖
を
構
成
す

る
だ
ろ
､
つ
｡

こ
の
変
化
を
促
進
し
た
ひ
と
つ
の
要
因
は
､
も
ち
ろ
ん
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
｡
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の

遠
近
法
に
も
と
づ
く
一
画
面
全
体
の
統
一
的
な
｢
構
図
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
措
辞
の
多
彩
さ
に
対
応
し
た
表
情
や
身
振
り
､
で
き
ご
と
の
多

彩
さ
と
､
そ
れ
ら
の
細
部
が
す
べ
て
均
等
に
に
な
う
普
遍
的
な
意
味
を
描
こ
う
と
す
る
ピ
サ
ネ
ロ
の
よ
う
な
絵
画
に
対
し
て
､
テ
ク
ス
ト
の
物
語
と

意
味
と
い
う
点
か
ら
し
て
関
与
的
で
は
な
い
細
部
､
物
語
の
必
然
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
偶
然
性
と
い
う
余
剰
を
導
入
す
る
が
､
そ
れ
こ
そ
が
リ
ア

リ
ズ
ム
を
保
証
し
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
一
枚
の
絵
画
の
前
に
立
っ
て
､
こ
れ
を
見
る
個
人
主
体
の
美
的
な
ま
な
ざ
し
を
構
成

し
､
さ
ら
に
こ
の
美
的
経
験
の
う
ち
に
､
個
人
主
体
を
描
か
れ
た
物
語
世
界
へ
と
と
り
こ
み
関
与
さ
せ
る
た
め
の
､
物
語
る
絵
画
に
お
け
る
あ
ら
た

な
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
構
成
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
こ
の
点
で
も
､
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
分
水
嶺
を
な
し
て
い
る
｡
か
れ
は
歴
史
画
と
い
う
も
の
が
､
こ

れ
を
見
る
観
者
と
の
関
係
で
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
歴
史
画
の
中
で
は
､
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
忠
告
し
た
り
､
教
え
た
り
し
て
く
れ
る
人
､
ま
た
見
る
よ
う
に
と
手
で
招
い

て
く
れ
る
人
､
誰
も
そ
ば
に
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
顔
を
歪
め
､
目
を
血
走
ら
せ
て
脅
か
す
人
､
何
か
危
険
も
し
く
は
不
思
議
な
出
来
事
を
示
す
人
､

彼
ら
と
共
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
さ
せ
て
く
れ
る
人
､
そ
の
よ
う
な
人
を
見
る
の
は
好
ま
し
い
こ
と
だ
｣
垂
｡

こ
こ
に
は
､
お
そ
ら
く
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
自
身
は
そ
れ
と
気
づ
い
て
い
な
い
よ
､
γ
だ
が
､
歴
史
画
を
見
る
観
者
が
絵
に
対
し
て
と
る
､
新
旧
ふ
た
つ
の

こ
と
な
っ
た
関
係
と
反
応
と
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
｡
ひ
と
つ
は
､
歴
史
画
の
登
場
人
物
が
観
者
を
見
つ
め
､
こ
れ
と
視
線
を
交
わ
し
､
画
面
内
の

9
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術館

人
物
や
で
き
ご
と
を
指
で
さ
し
示
す
こ
と
で
､
観
者
に
直
接
語
り
か
け
訴
え
か

け
よ
う
と
す
る
､
古
典
的
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
に
も
見
ら
れ
た
関
係
で
あ
り
､
そ
れ

が
も
た
ら
す
古
典
的
修
辞
学
的
な
効
果
で
あ
る
(
囲
4
)
垂
｡
も
う
ひ
と
つ
は
､

観
者
が
措
か
れ
た
物
語
世
界
の
な
か
で
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
て

い
る
人
物
と
｢
と
も
に
｣
こ
の
物
語
世
界
に
立
ち
あ
う
関
係
で
あ
り
､
そ
れ
が

も
た
ら
す
共
感
の
う
ち
に
観
者
自
身
も
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
､
よ
り
あ
た

ら
し
い
物
語
経
験
の
美
的
効
果
で
あ
る
〈
空
｡

10

こ
の
､
人
物
と
の
共
感
に
■
お
い
て
観
音
が
物
語
世
界
に
ま
き
こ
ま
れ
る
と
い

う
美
的
経
験
を
､
古
典
的
な
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
イ
リ
エ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
見
る
の
は
お
そ
ら
く
ま
ち
が
い
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
､

措
か
れ
た
で
き
ご
と
を
観
者
の
立
つ
現
実
世
界
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
な
く
そ
う
と
す
る
ト
ロ
ン
プ
･
ル
イ
ユ
効
果
で
は
な

く
､
こ
れ
と
は
遭
に
現
実
の
観
者
を
､
そ
れ
が
絵
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
､
し
か
も
こ
の
物
語
世
界
の
内
部
へ
と
ま
き
こ
み
共
感
さ
せ
よ
う

と
す
る
美
的
イ
リ
エ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
一
方
で
絵
画
や
彫
刻
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
個
の
自
立
し
た
作
品
と
い
う
人
工
物
だ
と
認
識

し
っ
つ
､
他
方
で
こ
れ
を
そ
の
よ
う
な
自
立
し
た
美
的
対
象
と
し
て
鑑
賞
し
経
験
す
る
､
近
代
的
な
個
人
主
体
の
美
的
な
態
度
の
成
立
を
意
味
し
て

い
る
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
近
代
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
に
は
､
そ
の
よ
う
な
あ
た
ら
し
い
作
品
受
容
の
あ
り
か
た
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の

よ
う
な
近
代
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
典
型
を
､
わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
ド
ロ
の
サ
ロ
ン
評
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

な
る
ほ
ど
デ
ィ
ド
ロ
に
あ
っ
て
も
､
絵
は
完
全
に
読
解
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
絵
を
物
語
文
に
お
い
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の

ユ
タ
フ
ラ
シ
ス
も
､
そ
れ
ゆ
え
古
典
的
ユ
タ
フ
ラ
シ
ス
の
伝
統
に
立
つ
も
の
と
見
え
る
｡
だ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
が
示
し
て
い
る
の
は
､

プ
ラ
イ
ソ
ン
も
い
う
よ
う
に
､
こ
と
ば
が
イ
メ
ー
ジ
を
こ
え
で
て
､
で
き
ご
と
の
細
部
の
描
写
へ
と
拡
散
し
て
い
く
の
で
は
な
く
､
｢
イ
メ
ー
ジ
を
中

心
的
な
テ
ク
ス
ト
へ
と
還
元
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
｣
(
空
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の
図
解
と
し
て
奉



固5 ヴェルネにもとづく銅版画(1767年

サロン)

任
し
､
描
写
が
物
語
の
曹
遺
的
な
意
味
や
道
徳
的
議
論
に
奉
仕
す
る
古
典
的
エ
ク

フ
ラ
シ
ス
と
は
遵
に
､
こ
と
ば
が
イ
メ
ー
ジ
に
奉
仕
す
る
こ
と
､
物
語
が
描
写
に

奉
仕
す
る
こ
と
が
間
老
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
古
典
的
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
エ
ナ
ル
ゲ

イ
ア
の
よ
う
に
､
こ
と
ば
が
喚
起
す
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
そ
れ
に
よ
る
修

辞
的
な
説
得
効
果
で
は
な
く
､
絵
を
見
る
美
的
経
験
､
絵
の
視
覚
的
効
果
を
名
指

す
た
め
に
こ
と
ば
が
奉
仕
し
て
い
る
｡

な
る
ほ
ど
､
ヴ
エ
ル
ネ
(
c
-
a
已
e
告
焉
p
F
ぷ
m
R
､
l
コ
テ
篭
)の
七
枚
の
風
景

画
の
記
述
で
は
､
デ
ィ
ド
ロ
は
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
と
同
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

用
い
る
｡
か
れ
は
た
ま
た
ま
海
に
近
い
風
光
明
媚
な
地
方
に
き
て
い
て
､
ふ
た
り

の
子
侯
の
家
庭
教
師
を
し
て
お
り
､
こ
の
土
地
に
く
わ
し
い
ひ
と
り
の
神
父
に
と

も
な
わ
れ
て
散
策
に
で
か
け
､
そ
こ
で
つ
ぎ
つ
ぎ
に
日
に
す
る
六
つ
の
美
し
い
風
景
を
描
写
す
る
｡
最
初
の
光
景
に
つ
い
て
の
記
述
は
､
つ
ぎ
の
よ

う
に
は
じ
ま
る

(
図
5
)
｡

｢
わ
た
し
の
右
手
､
遠
く
へ
だ
た
っ
た
と
こ
ろ
に
､
山
が
そ
び
え
て
､
そ
の
頂
を
雲
に
む
か
っ
て
高
く
も
ち
あ
げ
て
い
た
｡
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
､

た
ま
た
ま
ひ
と
り
の
旅
人
が
そ
こ
に
立
ち
い
た
っ
て
､
か
ら
だ
を
ま
っ
す
ぐ
に
､
そ
し
て
静
か
に
そ
こ
に
た
た
ず
ん
だ
｡
そ
の
山
の
麓
は
､
手
前

の
岩
塊
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
､
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
か
ら
は
見
え
な
か
っ
た
｡
こ
の
岩
の
足
下
は
､
上
が
り
下
が
り
し
な
が
ら
､
わ
れ
わ
れ
の
視
界

を
横
切
っ
て
の
び
て
お
り
､
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
は
こ
の
光
景
(
-
a
s
c
ぎ
e
)

の
奥
行
き
を
､
前
景
と
後
景
と
に
分
か
っ
て
い
た
‥ :J
の
砂
利

の
多
い
土
手
が
む
こ
う
の
低
地
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
､
覆
い
を
か
け
ら
れ
ひ
と
り
の
農
夫
に
御
せ
ら
れ
た
荷
車
が
見
え
た
が
､
そ
れ
は

こ
の
土
手
の
む
こ
う
に
望
め
る
村
の
ほ
う
へ
と
お
り
て
い
っ
た
｡
こ
れ
も
ま
た
､
い
か
に
も
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
偶
然
な
の
だ
が
､
芸
術
な
ら
そ

の
よ
う
に
し
つ
ら
え
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
わ
た
し
の
ま
な
ざ
し
は
､
砂
利
の
多
い
そ
の
土
手
が
む
こ
う
に
の
び
て
い
く
そ
の
稜
線
を
か
す
め
て
､
村

11



の
家
々
の
頂
に
で
あ
い
､
さ
ら
に
そ
の
さ
き
､
や
が
て
平
原
が
空
と
境
を
接
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
探
ぐ
入
り
こ
み
､
･
そ
の
う
ち
へ
と
と
け
こ
ん

だ
｣
垂
｡

こ
こ
ま
で
き
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
神
父
と
､
こ
の
よ
う
な
風
景
を
描
け
る
画
家
が
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
は
じ
め
る
が
､
デ
ィ
ド
ロ
は

神
父
に
む
か
っ
て
ヴ
ュ
ル
ネ
の
名
前
を
あ
げ
つ
つ
､
｢
サ
ロ
ン
に
い
っ
て
見
た
ま
え
､
そ
う
す
れ
ば
君
は
､
実
り
多
い
想
像
力
が
､
自
然
に
つ
い
て
の

深
い
研
究
に
た
す
け
ら
れ
て
｣
わ
れ
わ
れ
の
芸
術
家
の
う
ち
の
ひ
と
ケ
の
芸
術
家
に
霊
感
を
あ
た
え
て
､
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
岩
､
こ
の
よ
う
な

滝
､
そ
し
て
風
景
の
こ
の
よ
う
な
一
場
面
を
措
か
せ
た
の
を
見
る
だ
ろ
う
｣
(
誓
と
い
う
の
で
あ
る
｡

た
し
か
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述
は
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
そ
れ
に
似
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
こ
に
は
決
定
的
な
ち
が
い
が
あ
る
｡
か
れ

が
名
指
し
て
記
述
す
る
の
も
の
は
す
べ
て
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
絵
に
措
か
れ
て
い
る
｡
か
れ
の
記
温
は
､
絵
画
を
き
っ
か
け
と
し
て
こ
と
ば
が
自
由
に
風

景
や
で
き
ご
と
を
語
り
だ
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
華
麗
な
技
巧
を
見
せ
び
ら
か
す
修
辞
家
の
そ
れ
で
は
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
の
関

心
事
は
､
一
枚
の
絵
の
美
的
経
験
で
あ
り
､
一
枚
の
絵
に
描
か
れ
た
世
界
と
風
景
の
た
だ
な
か
に
み
ず
か
ら
立
ち
入
り
､
そ
こ
か
ら
自
分
の
右
手
に

横
た
わ
り
､
は
る
か
む
こ
う
に
ひ
ろ
が
り
､
頭
上
高
く
そ
び
え
る
も
の
へ
と
み
ず
か
ら
の
｢
ま
な
ざ
し
｣
を
む
け
る
こ
と
で
､
そ
こ
に
立
ち
あ
ら
わ

れ
て
く
る
光
景
を
味
わ
い
､
こ
う
し
て
絵
の
ま
え
で
｢
我
を
忘
れ
る
と
い
う
い
･
つ
そ
う
甘
美
な
快
楽
(
-
e
p
-
a
i
s
首
-
u
s
d
｡
房
e
n
C
｡
r
e
d
e
ヨ
ぎ
b
-
i
e
r
)
｣

垂
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
の
経
験
は
､
古
代
の
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
な
イ
リ
エ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
で
は
あ
り
え
な
い
｡

デ
ィ
ド
ロ
が
ヴ
ュ
ル
ネ
の
絵
を
記
述
す
る
の
に
自
然
の
風
景
の
散
策
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
た
の
も
､
現
実
と
虚
構
が
ひ
と
つ
に
つ
な
が
る

古
代
の
ゼ
ウ
ク
シ
ス
的
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
た
め
で
は
な
い
｡
描
か
れ
た
世
界
の
な
か
に
み
ず
か
ら
は
い
り
こ
む
美
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
成
立

の
た
め
に
は
ど
う
あ
っ
て
も
､
現
実
に
は
自
分
は
そ
の
よ
う
な
風
景
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
こ
れ
は
虚
構
だ
と
い
う
意
識
を
必
要
と
す
る
か
ら
で

あ
る
｡
じ
つ
さ
い
デ
ィ
ド
ロ
は
､
ヴ
エ
ル
ネ
の
大
枚
目
の
絵
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
の
さ
い
ご
に
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
け
加
え
て
い
る
｡

｢芸術家だって1そうなのだ､わが友よ､芸術家なのだ｡いまやわたしの秘密はもれてしまい､もはやどうしようもない｡

ヴ
ュ
ル
ネ
の
月
光
(
旨
キ
計
､
§
ユ
の
魅
惑
に
つ
い
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
て
､
い
ま
ま
で
わ
た
し
が
あ
な
た
に
作
り
話
(
巨
C
｡
n
t
e
)
を
語
っ
て
い
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た
こ
と
､
わ
た
し
が
ほ
ん
と
う
の
自
然
を
目
の
前
に
し
て
い
る
と
装
っ
て
い
た
こ
と

(
そ
う
し
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
い
か
に
た
や
す
い
も
の
だ

っ
た
こ
と
か
)
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
､
そ
し
て
突
然
､
自
分
が
あ
の
田
園
に
で
は
な
く
､
サ
ロ
ン
に
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
‥

そ
れ
は
､
あ
な
た
が
わ
た
し
の
描
写
を
現
実
の
風
景
だ
と
思
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
ま
た
わ
た
し
た
ち
の
談
話
に
そ
の
風
景
を
引
き
い
れ
た
の
も
､

そ
も
そ
も
描
写
と
い
う
も
の
が
も
つ
退
屈
と
単
調
さ
と
を
断
ち
切
る
た
め
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
‥
･
そ
う
い
う
わ
け
で
､
わ
た
し
が
こ
れ

か
ら
あ
な
た
に
話
そ
う
と
す
る
の
ほ
､
も
は
や
自
然
の
こ
と
で
は
な
く
芸
術
の
こ
と
で
あ
り
､
神
に
つ
い
て
で
は
な
く
ヴ
ュ
ル
ネ
に
つ
い
て
な
の

だ
｣
垂
｡

四

｢
没
入
｣
の
｢
タ
ブ
ロ
ー
｣

回6 レンブラント｢ダヴイデとサウル｣､ハーグ､マ

ウリッツハウス美禰儲
近
代
の
美
的
イ
リ
エ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
面
は
､
絵
画
の
｢
語
り
｣

の
変
質
で
あ
る
｡
ア
ル
パ
ー
ス
は
､
テ
ク
ス
ト
の
優
位
の
も
と
に
あ
る
古
代
お
よ
び
ル
ネ
サ
ン

ス
に
お
け
る
絵
画
の
物
語
に
あ
っ
て
は
､
｢
再
現
模
倣
(
i
m
i
g
i
O
n
)
｣
は
､
で
き
ご
と
や
行
動

の
｢
物
語
に
対
す
る
関
心
の
端
女
で
あ
る
｣
(
空
と
い
う
｡
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
い

う
よ
う
に
{
む
､
古
代
以
来
文
学
に
お
い
て
｢
描
写
｣
は
｢
物
語
｣
の
端
女
で
あ
っ
た
と
い
う

事
態
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
｡
こ
の
伝
統
に
対
し
て
､
物
語
に
対
す
る
描
写
の
優
位
と
い
う
あ
ら

た
な
傾
向
は
､
ア
ル
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
､
カ
ラ
ヴ
ア
ツ
ジ
ョ
や
ベ
ラ
ス
ケ
ス
､
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

ヤ
フ
エ
ル
メ
ー
ル
と
い
っ
た
十
七
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
画
家
の
絵
の
あ
る
も
の
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
｡
な
か
で
も
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
､
絵
画
的
描
写
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
､
こ

れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
あ
た
ら
し
い
相
貌
を
も
た
ら
し
た
｡
た
と
え
ば
｢
ダ
ヴ
ィ
デ
と
サ
ウ
ル
｣

13



シャルダン｢素描家｣(1759年サロン)

にもとづく銅版画

(
図
6
)
で
は
､
も
は
や
そ
れ
は
英
雄
の
物
語
を
語
る
歴
史
画
で
は
な
く
､
あ

14

る
個
人
の
肖
像
画
と
化
し
て
い
る
｡
ダ
ヴ
ィ
デ
と
サ
ウ
ル
の
あ
い
だ
に
は
距
離

が
お
か
れ
､
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
あ
る
べ
き
物
語
の
｢
構
成
上
の
､
あ
る
い
は

劇
的
な
関
係
｣
は
欠
落
す
る
が
､
そ
の
結
果
｢
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
､
そ
れ
ぞ

れ
が
完
全
に
か
れ
自
身
あ
る
い
は
彼
女
自
身
で
あ
る
た
め
の
余
地
を
与
え
る
｣

こ
と
に
な
る
｡
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
､
こ
れ
ら
の
人
物
と
(
と
も
に
)
観
者
が
み

ず
か
ら
反
省
し
考
え
る
た
め
に
､
観
者
に
｢
そ
の
芸
術
の
内
部
に
は
い
る
よ
う

に
要
請
す
る
｣
(
警
｡
ア
ル
パ
ー
ス
が
こ
こ
で
､
画
中
の
人
物
が
｢
完
全
に
自
分

自
身
で
あ
る
｣
よ
う
な
構
成
と
考
え
て
い
る
の
は
､
お
そ
ら
く
は
マ
イ
ケ
ル
･

フ
リ
ー
ド
が
十
人
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
注
目
す
る
｢
没
入
｣
の
モ
チ
ー
フ
と
同
種
の
も
の
だ
ろ
う
｡

フ
リ
ー
ド
が
､
十
人
世
紀
半
ば
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
成
立
す
る
あ
ら
た
な
モ
チ
ー
フ
を
｢
没
入
(
賢
岩
色
i
O
n
)
｣
と
呼
ん
だ
の
も
､
こ
う
し
た
自

立
し
た
作
品
と
こ
れ
を
見
る
主
体
と
し
て
の
個
人
と
の
あ
ら
た
な
関
係
と
､
そ
こ
に
成
立
す
る
あ
ら
た
な
絵
画
経
験
､
美
的
イ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム

的
な
作
品
受
容
の
一
面
を
と
ら
え
た
も
の
だ
ろ
う
｡
か
れ
に
よ
れ
ば
､
一
七
五
〇
年
代
は
､
フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
分
水
嶺
を
な
し
て

い
る
｡
た
と
え
ば
一
七
三
〇
年
代
以
降
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
さ
か
ん
に
｢
没
頭
(
e
n
唱
O
S
買
邑
)
､
反
省
､
夢
中
､
呆
然
､
あ
る
い
は
な
に
か
そ
う
し

た
状
態
｣
(
空
に
あ
る
人
物
や
行
動
､
つ
ま
り
フ
リ
ー
ド
が
｢
没
入
｣
と
呼
ぶ
モ
チ
ー
フ
を
措
く
よ
う
に
な
る
が
､
そ
れ
は
世
紀
半
ば
に
は
､
そ
れ
ま

で
主
流
だ
っ
た
ロ
コ
コ
の
｢
凝
っ
た
趣
味
の
､
感
覚
に
う
っ
た
え
､
細
部
に
わ
た
っ
て
装
飾
的
な
絵
画
｣
に
対
す
る
反
働
の
な
か
で
評
価
さ
れ
､
時

代
の
趣
味
と
な
る
｡
一
七
三
八
年
に
措
か
れ
､
ふ
た
た
び
お
な
じ
モ
チ
ー
フ
で
一
七
五
九
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
て
ひ
と
き
わ
評
判
を
と
っ
た
｢
素

描
家
(
L
e
D
e
畏
5
.
各
島
｣
(
園
7
)
に
つ
い
て
､
『
百
科
雑
誌
(
l
O
u
ヨ
P
-
E
n
c
y
c
首
監
首
e
)
｣
の
匿
名
批
評
家
は
､
｢
そ
れ
は
ひ
と
り
の
わ
か
い
男
が

素
描
を
コ
ピ
ー
す
る
の
に
従
事
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
措
い
て
い
る
｡
ひ
と
は
た
だ
､
わ
か
い
素
描
家
の
う
し
ろ
姿
の
み
を
見
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ



ヴァン･ローほ托教を書きとらせる聖

グレゴリウス｣(1765年サロン)にも

とづく銅版画

ら
ず
､
作
者
は
わ
か
い
男
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
(
-
a
s
i
旨
t
i
O
n
d
三
爪
音
e

b
O
∋
ヨ
e
)

の
真
実
と
本
性
と
を
あ
ま
り
に
も
み
ご
と
に
と
ら
え
て
い
る
た
め

に
､
最
初
に
そ
の
絵
を
見
た
だ
け
で
､
こ
の
素
描
家
は
自
分
が
い
ま
し
て
い

る
こ
と
に
最
大
限
の
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
と
感
じ
な
い
で
い
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
｣
【
聖
と
許
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
絵
は
一
七
五
〇
年
代
以
降
､

シ
ャ
ル
ダ
ン
の
ほ
か
に
も
､
グ
ル
ー
ズ
(
J
e
彗
T
B
a
p
t
i
s
t
e
G
r
e
u
z
e
)
や
ヴ
ア
ン
･

ロ
ー
(
C
a
r
-
e
ざ
ロ
ど
○
)
な
ど
に
も
典
型
的
な
か
た
ち
で
見
い
だ
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
｡
｢
没
入
｣
の
伝
統
は
す
で
に
十
七
世
紀
に
は
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ

が
き
わ
だ
つ
の
は
も
ち
ろ
ん
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
で
あ
り
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
で
あ
る
｡

シ
ャ
ル
ダ
ン
は
こ
の
没
入
の
モ
チ
ー
フ
を
､
以
前
に
は
そ
れ
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
た
他
の
要
素
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
｢
純
化
｣
し
た
の
で
あ
る
｡

フ
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
､
没
入
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
､
｢
内
面
性
(
i
n
卓
日
計
e
s
s
)
｣
の
表
現
で
あ
り
､
観
者
が
そ
れ
を
｢
あ

た
か
も
自
分
の
内
部
か
ら
｣
感
じ
と
る
｢
あ
た
ら
し
い
､
非
窃
視
的
で
つ
よ
く
感
情
移
入
を
う
な
が
す
調
子
｣
垂
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
あ
た
ら
し

い
作
品
受
容
の
傾
向
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
サ
ロ
ン
評
に
も
う
か
が
え
る
｡
ヴ
ア
ン
･
ロ
ー
が
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
し
た
｢
説
教
を
書
き
と
ら

せ
る
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
｣
(
図
8
)
に
つ
い
て
デ
ィ
ド
ロ
は
､
｢
そ
の
自
然
､
真
実
､
孤
独
､
書
斎
を
包
む
沈
黙
､
そ
の
部
屋
を
､
そ
こ
に
描
か
れ
た

光景や行動や人物たちにもっともふさわしい(-ppl已S昌已○習e)やりかたで満たしている甘く優しい光-

わ
が
友
よ
､
こ
れ
こ
そ

こ
の
作
品
(
c
｡
m
p
O
賢
O
n
)
を
崇
高
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
､
プ
J
ン
エ
の
け
っ
し
て
思
い
よ
ら
な
か
っ
た
も
の
な
の
だ
｣
垂
と
い
う
｡

こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
ヴ
ア
ン
･
ロ
ー
の
｢
没
入
｣
と
対
比
す
る
プ
ー
シ
ュ
の
絵
の
特
徴
と
は
､
人
物
が
あ
た
か
も
舞
ム
ロ
を
見
る
観
客
に
直
接
訴
え

か
け
る
よ
う
な
､
大
げ
さ
で
芝
居
が
か
っ
た
身
振
り
や
表
情
や
演
出
に
し
た
が
っ
た
ロ
コ
コ
絵
画
の
演
劇
性
で
あ
る
｡
じ
つ
さ
い
デ
ィ
ド
ロ
は
戯
曲

作
家
に
対
し
て
､
｢
芝
居
が
か
っ
た
ど
ん
で
ん
返
し
(
c
O
烏
S
d
巾
家
ぎ
①
)
｣
を
断
念
し
て
､
登
場
人
物
を
よ
り
自
然
で
自
分
の
お
か
れ
た
情
況
に
没
入
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し
た
よ
う
す
で
配
置
し
､
観
客
に
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
な
く
､
視
覚
的
に
自
然
な
｢
タ
ブ
ロ
ー
｣
を
追
求
す
る
こ
と
を
勧
め
る
｡
｢
作
家
も
俳
優
も
､

観
者
を
忘
れ
､
す
べ
て
の
関
心
は
人
物
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｣
(
3
7
)
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､
タ
ブ
ロ
ー
に
お
い
て
｢
す
べ
て
の
シ
ー
ン

は
そ
れ
ぞ
れ
に
､
他
と
く
ら
べ
て
と
く
に
関
心
を
引
く
ひ
と
つ
の
位
相
､
ひ
と
つ
の
視
点
(
u
n
沃
p
e
C
t
こ
5
p
O
i
n
t
d
e
言
e
p
-
u
s
i
n
t
賢
e
s
s
a
n
t
)
を
も
っ

て
い
る
｡
そ
れ
は
そ
こ
か
ら
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
位
相
､
そ
の
視
点
の
た
め
に
､
他
の
従
属
的
な
位
相
や
視
点
を
犠
牲
に
せ
よ
｣
〈
讐

と
い
う
｡
こ
う
し
て
ロ
コ
コ
に
対
す
る
反
動
は
､
歴
史
画
に
つ
い
て
の
｢
あ
た
ら
し
い
､
明
確
に
劇
的
な
盲
P
ヨ
a
t
i
c
)
概
念
｣
(
警
を
形
成
し
た
｡

そ
れ
は
､
か
つ
て
の
絵
画
が
む
り
に
も
テ
ク
ス
ト
を
物
語
ろ
う
と
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
異
時
同
図
法
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
､
絵
画
内
部
に
措
か

れ
た
す
べ
て
の
要
素
や
関
係
が
示
す
｢
因
果
的
必
然
性
が
は
っ
き
り
と
､
し
か
も
一
瞬
の
う
ち
に
見
て
と
れ
る
よ
う
な
｣
絵
画
的
統
一
性
を
､
し
た

が
っ
て
｢
単
一
の
‥
･
行
為
に
お
け
る
単
一
の
瞬
間
(
a
s
息
-
e
m
O
ヨ
e
n
t
)

の
劇
的
描
写
｣
(
4
｡
〉
を
要
請
す
る
｡

こ
の
時
代
に
､
演
劇
を
も
そ
の
つ
ど
一
瞬
の
｢
タ
ブ
ロ
ー
｣
と
見
る
見
解
は
､
デ
ィ
ド
ロ
に
か
ぎ
ら
な
い
｡
す
で
に
ド
ー
ビ
ニ
ヤ
ツ
ク
は
｢
演
劇

は
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
､
二
つ
の
異
な
っ
た
原
型
か
ら
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
れ
な
い
よ
う
に
､
二
つ
の
筋
が
一
つ
の
作
品
の
中
で
上
演

さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｣
(
4
1
〉
と
い
い
､
ま
た
デ
ュ
ボ
ス
も
｢
ひ
と
つ
の
悲
劇
は
無
数
の
絵
を
含
む
と
私
は
答
え
た
い
｡
イ
ー
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
の

犠
牲
の
絵
を
措
く
画
家
は
行
為
の
一
瞬
し
か
画
布
の
上
に
表
現
で
を
な
い
｡
ラ
シ
ー
ヌ
の
悲
劇
は
こ
の
行
為
の
幾
つ
か
の
瞬
間
を
わ
れ
わ
れ
の
眼
前

に
出
し
､
様
々
な
挿
話
が
互
い
に
双
方
を
悲
憤
に
す
る
｣
(
撃
と
い
う
｡
こ
こ
で
デ
ュ
ボ
ス
が
言
及
し
て
い
る
の
は
上
演
よ
り
も
劇
詩
で
あ
る
こ
と
､

ま
た
デ
ィ
ド
ロ
に
し
て
も
｢
わ
れ
わ
れ
の
心
は
動
く
タ
ブ
ロ
ー
で
あ
り
､
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
た
え
ま
な
く
絵
を
描
く
(
p
e
官
O
n
S
)
｣
〈
聖

と
い
い
､
ま
た
｢
こ
う
し
た
タ
ブ
ロ
ー
は
､
舞
台
で
は
こ
れ
ま
で
起
こ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
た
ま
え
｣
〈
讐
と
い
う
よ
う
に
､
か
れ
の
タ
ブ
.
ロ

ー
も
ま
ず
は
戯
曲
を
｢
読
む
こ
と
｣
で
得
ら
れ
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
､
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
思
想
の
背

景
に
は
､
こ
と
ば
の
意
味
を
｢
観
念
=
絵
画
的
イ
メ
ー
ジ
｣
と
す
る
ロ
ッ
ク
的
な
哲
学
と
､
こ
れ
に
つ
ら
な
る
十
七
世
紀
以
来
の
｢
描
写
詩
｣
な
い

し
｢
絵
画
詩
｣
の
伝
統
が
あ
る
の
だ
ろ
う
〈
讐
｡

16



五

肉
眼
の
｢
視
角
｣
と
語
り
の
｢
視
点
｣

演
劇
性
に
対
す
る
｢
没
入
｣

の
美
学
は
､
タ
ブ
ロ
ー
と
い
う
自
立
的
で
統
一
的
な
作
品
概
念
と
､
時
･
空
間
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
閉
じ
た
｢
作
品
=
物
語
｣
世
界
と
､
そ
れ
を
美
的
に
見
る
あ
ら
た
な
個
人
主
体
を
生
み
だ
し
た
｡
フ
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
事
態
は
｢
絵

画
と
観
者
の
あ
い
だ
の
関
係
に
ひ
と
つ
の
大
き
な
変
化
｣
を
も
た
ら
し
､
そ
こ
か
ら
こ
の
時
代
特
有
の
､
そ
れ
ゆ
え
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
理
解
し

が
た
い
ひ
と
つ
の
｢
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｣
が
生
じ
る
と
い
う
｡
絵
画
は
見
ら
れ
る
た
め
に
措
か
れ
､
観
者
を
前
提
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
観
者
を
魅
了
し
､

絵
画
世
界
に
｢
ま
き
こ
ま
れ
た
完
全
な
忘
我
の
状
態
｣
に
お
く
｡
し
か
し
､
絵
画
の
な
か
の
人
物
た
ち
が
自
分
の
情
況
に
没
入
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､

こ
れ
を
見
る
観
者
は
､
そ
こ
に
措
か
れ
た
人
物
の
世
界
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
｡
人
物
た
ち
は
自
分
が
だ
れ
か
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
､
自
分
の
前
に

観
者
が
現
前
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
｡
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
､
｢
た
だ
観
者
の
不
在
な
い
し
非
存
在
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
打
ち
立
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
､
観
音
が
現
実
に
絵
の
前
に
立
ち
､
絵
に
魅
了
さ
れ
る
と
い

図9 ル･プランス｢ロシア風牧人面｣(1765

年サロン)､パウム方ルチン･コレクシ

ョン

う
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
い
う
点
に
あ
る
｡
い
ま
や
絵
の
ま

え
に
立
つ
観
者
の
存
在
は
､
｢
絵
画
に
と
っ
て
､
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
に
問
題

的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た
｣
(
聖
｡
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
､
こ
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
に
身
を
も
っ
て
か
か
わ
っ
た
の
も
､
デ
ィ
ド
ロ
で
あ
る
｡

デ
ィ
ド
ロ
は
､
ヴ
ァ
ン
･
ロ
ー
ヤ
グ
ル
ー
ズ
の
よ
う
な
｢
歴
史
=
物
舐
巴
画

に
お
い
て
､
こ
れ
を
｢
演
劇
的
｣
に
し
な
い
た
め
に
､
画
家
は
現
実
に
絵
の
前

に
立
つ
観
者
を
忘
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
｡
現
実
に
は
タ
ブ
ロ
ー
の
前
に
立
つ
観

音
が
､
そ
の
よ
う
に
我
を
忘
れ
て
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
楽

し
む
と
し
て
も
､
観
者
自
身
が
そ
の
で
き
ご
と
の
目
撃
者
と
し
て
､
そ
こ
に
現

17



前
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
も
そ
の
一
方
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
す
で
に
見
た
ヴ
ュ
ル
ネ
の
風
景
画
や
ル
･
プ
ラ
ン
ス
(
l
e
苧
B
a
p
t
i
s
t
巾
L
e
P
r
i
n
c
e
)
の

18

牧
人
画
の
よ
う
な
絵
画
に
つ
い
て
の
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
で
は
､
観
者
と
し
て
自
分
自
身
が
ま
る
で
そ
の
風
景
の
な
か
に
じ
っ
さ
い
に
踏
み
こ
ん
で
､
描

か
れ
た
道
を
一
歩
一
歩
あ
る
き
､
そ
の
つ
ど
あ
ら
わ
れ
る
景
色
を
眺
め
､
あ
る
と
こ
ろ
で
腰
を
か
け
て
休
息
す
る
と
い
っ
た
物
語
を
語
っ
て
い
る
｡

た
と
え
ば
ル
･
プ
ラ
ン
ス
の
描
い
た
｢
ロ
シ
ア
風
牧
人
画
｣

(
図
9
)

に
つ
い
て
､
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
｡

｢
こ
の
作
品
は
､
魂
に
直
接
し
み
わ
た
る
｡
わ
た
し
は
､
ま
さ
に
そ
こ
に
自
分
が
い
る
こ
と
に
気
づ
く
｡
少
年
が
ア
シ
笛
を
吹
い
て
い
る
あ
い
だ
､

わ
た
し
は
老
人
と
か
れ
の
若
い
娘
と
と
も
に
こ
の
木
に
も
た
れ
か
か
っ
て
､
か
ら
だ
を
休
め
る
だ
ろ
う
｡
少
年
が
笛
を
吹
く
の
を
や
め
､
老
人
が

指
を
も
う
い
ち
ど
そ
の
バ
ラ
ラ
イ
カ
に
お
く
と
き
､
わ
た
し
は
少
年
の
側
に
移
っ
て
腰
を
お
ろ
す
だ
ろ
う
｡
や
が
て
夜
が
忍
び
よ
れ
ば
､
わ
れ
わ

れ
三
人
は
と
も
に
､
こ
の
善
良
な
老
人
に
し
た
が
っ
て
､
か
れ
の
小
屋
へ
と
お
も
む
く
だ
ろ
う
｡
ひ
と
が
こ
の
よ
う
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
､
あ
な

た
を
描
か
れ
た
場
面
へ
と
お
き
い
れ
､
こ
う
し
て
そ
こ
か
ら
魂
が
心
地
よ
い
感
覚
(
u
n
e
s
e
n
s
a
t
i
O
n
d
筈
c
i
e
u
s
e
)
を
受
け
と
め
る
絵
は
､
出
来
の

悪
い
絵
で
あ
る
は
ず
は
け
っ
し
て
な
い
｣
{
4
7
)
｡

フ
リ
ー
ド
は
こ
こ
に
､
絵
画
に
描
か
れ
た
行
為
や
で
き
ご
と
か
ら
観
者
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
と
い
う
､
デ
ィ
.
ド
ロ
の
教
理
に
い
ち
じ
る
し
く
反
す

る
も
う
ひ
と
つ
別
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
､
つ
ま
り
観
看
み
ず
か
ら
が
描
か
れ
た
世
界
の
た
だ
な
か
に
足
を
踏
み
い
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
.
を
認
め
る
の
で

あ
る
｡
〈
讐

絵
画
と
観
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
､
フ
リ
ー
ド
は
最
終
的
に
､
歴
史
=
物
語
画
と
､
と
く
べ
つ
の
歴
史
=
物
語
を

も
た
な
い
牧
歌
的
風
景
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
ち
が
い
と
し
て
説
明
す
告
フ
リ
ー
ド
の
い
う
と
こ
ろ
を
解
釈
す
れ
ば
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
｡
歴
史
画
を
典
型
と
し
､
風
俗
画
を
も
ふ
く
む
物
語
絵
画
の
ば
あ
い
に
は
､
観
者
は
自
分
の
行
為
や
情
況
に
没
入
し
で
い
る
人
物
に
同
一
化
し
共

感
を
も
つ
こ
と
で
人
物
や
絵
画
世
界
に
｢
関
与
｣
す
る
が
､
絵
画
世
界
自
体
は
閉
じ
た
世
界
で
あ
り
､
人
物
た
ち
も
自
分
と
は
ま
っ
た
く
別
の
他
人

で
あ
る
か
ら
､
そ
の
な
か
に
現
実
の
観
者
自
身
が
は
い
る
こ
と
は
な
い
｡
一
方
牧
歌
的
絵
画
の
ば
あ
い
に
は
､
観
者
が
同
一
化
す
る
べ
き
人
物
が
い

な
い
た
め
に
､
そ
の
か
ぎ
り
で
は
観
者
は
絵
の
外
に
立
ち
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
､
し
か
し
観
者
は
､
そ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
現
実
の
自



然
に
つ
い
て
､
自
分
も
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め
に
､
自
分
の
身
に
そ
な
わ
っ
た
こ
の
｢
特
殊
な
心
理
肉
体
的
(
p
s
y
c
h
?
p
h
y
s
i
c
a
】
)
条

件
｣
垂
を
た
よ
り
に
､
想
像
的
に
は
み
ず
か
ら
絵
画
に
描
か
れ
た
自
然
の
た
だ
中
に
立
ち
動
き
ま
わ
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
こ
の
奇
妙
で
ま
わ
り
く
ど
い
説
明
に
は
､
あ
き
ら
か
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
｡
じ
つ
さ
い
に
は
､
絵
画
を
見
る
経
験
が
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て

こ
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
､
そ
も
そ
も
そ
こ
に
は
､
ブ
リ
ー
ド
が
考
え
る
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
｡
こ
こ
で
パ
.
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
見
え
た
も
の
は
､
じ
つ
は
絵
画
と
観
者
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
ふ
た
つ
の
こ
と
な
っ
た
関
係
を
､
ひ
と
つ
の
も
の
と
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
由
来

す
る
｡
絵
画
が
そ
も
そ
も
観
者
に
｢
見
ら
れ
る
｣
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
､
じ
つ
さ
い
に
観
者
が
絵
画
の
前
に
立
つ
こ
と
､
そ
れ
は
絵
画
平
面
と

い
う
視
覚
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
観
者
が
立
つ
､
物
理
･
光
学
的
な
肉
眼
の
｢
視
角
(
ア
ン
グ
ル
)
｣
の
問
題
で
あ
る
｡
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
｢
読
ま
れ

る
｣
絵
画
と
は
ち
が
っ
て
､
た
し
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
は
､
絵
を
｢
見
る
｣
個
人
主
体
の
肉
眼
の
位
置
を
特
定
し
､
こ
の
視
角
を
中
心
に
画

面
に
措
か
れ
た
物
語
世
界
の
知
覚
的
に
リ
ア
ル
な
時
･
空
間
を
構
成
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
描
か
れ
た
世
界
の
で
き
ご
と
や
人
物
や
風
景
､
行
為
や

情
況
や
感
情
に
対
す
る
観
音
の
美
的
な
関
係
と
は
､
観
者
が
こ
の
物
語
世
界
と
そ
こ
で
お
こ
る
一
連
の
で
き
ご
と
を
ど
の
視
点
､
だ
れ
の
視
点
か
ら

見
て
理
解
し
経
験
す
る
か
､
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
ど
の
視
点
､
だ
れ
の
視
点
か
ら
物
語
を
語
る
か
と
い
う
､
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
術
語
と
し
て
の

｢
語
り
の
視
点
｣
の
問
題
で
あ
る
｡
そ
し
て
デ
ィ
ド
ロ
に
も
､
ま
た
プ
ラ
イ
ソ
ン
や
フ
リ
ー
ド
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
の
多
く
の
論
者
に
も
､
こ
の

｢
視
角
｣
と
｢
視
点
｣
の
意
識
的
で
明
確
な
区
別
が
な
い
た
め
に
､
そ
の
議
論
は
し
ば
し
ば
混
乱
す
る
｡

六

(
と
も
に
あ
る
)
視
点
と
内
面
性
の
ド
ラ
マ

じ
っ
さ
い
に
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
絵
画
に
つ
い
て
､
そ
れ
を
見
た
自
分
の
美
的
経
験
を
記
述
す
る
と
き
､
そ
こ
に
は
あ
き
ら
か
に
視
角
で
は
な
い
｢
視

点
｣
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述
に
村
し
て
フ
リ
ー
ド
が
こ
こ
ろ
み
る
分
析
も
､
や
は
り
本
人
は
自
覚
せ
ず
と
も
､

｢
視
点
｣
に
言
及
し
て
い
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
フ
ァ
ン
･
ダ
イ
ク
(
現
在
で
は
ル
ソ
ィ
ア
ー
ノ
･
ボ
ル
ゾ
ー
ネ
｢
u
c
i
a
n
O
B
O
ヨ
n
e
作
と
さ
れ
て
い
る
)
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固10 ポルゾーネ｢ペリサリウス｣(1620年代)にも

とづく銅版画

の
ペ
リ
サ
リ
ウ
ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
措
い
た
絵
(
図
1
0
)
に
つ
い
て
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述

す
る
｡

｢
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
引
き
つ
け
る
の
は
〔
‥
べ
リ
サ
リ
ウ
ス
で
は
な
く
､
こ
れ
を
見
ま
も
る
〕

兵
士
の
姿
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
そ
れ
が
他
の
す
べ
て
を
わ
れ
わ
れ
に
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
な
こ
と
だ
｡
ス
ア
ー
ル
と
伯
爵
夫
人
と
は
､
こ
れ
は
欠
点
だ

と
い
っ
た
｡
わ
た
し
は
と
い
え
ば
､
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
､
こ
の
絵
を
道
徳
的
に
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
､
ま
た
そ
の
兵
士
は
わ
た
し
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
｡
‥
･
も

し
ひ
と
が
タ
ブ
ロ
ー
を
措
こ
う
と
し
て
､
観
者
の
こ
と
を
想
定
し
た
な
ら
ば
､
す
べ
て
は
失

わ
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
画
家
は
､
ち
ょ
う
ど
平
土
間
の
観
客
に
話
し
か
け
る
俳
優
が
そ
の
劇

の
場
面
の
外
に
で
る
よ
う
に
､
か
れ
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
外
に
で
る
こ
と
に
な
る
｡
‥
･
も
し

20

ひ
と
が
兵
士
の
そ
ば
に
(
a
c
O
t
恥
d
u
s
O
-
計
t
)
立
つ
な
ら
ば
､
ひ
と
は
そ
の
兵
士
の
顔
の
表
情

(
p
b
y
s
i
O
n
O
m
i
e
)
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
し
､
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
が
兵
士
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
だ
ろ
う
｣
{
竺
｡

こ
こ
で
フ
リ
ー
ド
は
､
デ
ィ
ド
ロ
に
代
表
さ
れ
る
現
実
の
観
者
は
｢
あ
た
か
も
自
分
自
身
を
兵
士
の
姿
の
う
ち
に
見
い
だ
し
､
こ
う
し
て
絵
画
世
界

へ
と
接
近
す
る
特
別
に
親
密
な
モ
ー
ド
を
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
導
か
れ
る
｣
〔
聖
と
解
釈
す
る
｡
さ
ら
に
フ
リ
ー
ド
は
､
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
の
｢
ペ
リ
サ
リ

ウ
ス
｣

(
一
七
人
一
年
の
サ
ロ
ン
､
国
‖
)

に
お
い
て
遠
近
法
の
消
失
点
が
画
面
の
中
心
に
で
ほ
な
く
､
左
端
に
位
置
す
る
兵
士
に
設
定
さ
れ
て
い

る
事
実
を
指
摘
し
っ
つ
､
そ
こ
に
｢
空
間
構
成
な
い
し
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
組
織
化
よ
り
も
､
観
者
の
位
置
設
定
に
か
か
わ
る
遠
近
法
構
造
の
べ
つ

の
位
相
｣
を
認
め
て
い
る
｡
伝
統
的
な
遠
近
法
が
､
絵
画
の
ま
え
に
立
つ
観
者
の
現
前
と
は
独
立
に
､
画
面
内
の
一
貫
し
自
立
し
た
｢
あ
る
空
間
的

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
投
影
す
る
の
に
対
し
て
､
｢
べ
リ
サ
リ
ウ
ス
｣
に
お
け
る
遠
近
法
と
空
間
的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
､
逆
に
観
者
を
､
絵
画
の
一
方

の
は
し
に
､
ペ
リ
サ
リ
ウ
ス
の
姿
か
ら
は
な
れ
て
､
兵
士
の
媒
介
的
な
姿
の
ほ
ぼ
直
前
の
位
置
に
投
影
す
る

-

よ
り
正
確
に
は
お
く
こ
と
に
奉
仕



図11ダヴイッド｢べリサリウス｣(け引年サロ

ン)､リール.ウイカール美術館

し
て
い
る
｣
〔
竺
｡
つ
ま
り
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
の
絵
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ヴ
ア
ン
･
ダ
イ
ク
の
コ
ン
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
も
っ
た
の
と
同
種
の
観
者
の
反
応
を
意
図
し
て
､
そ
の
よ
う
な
独
特
の

空
間
構
成
を
と
っ
て
い
る
｡
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
は
ま
た
､
兵
士
の
位
置
を
画
面
後
方
に
設
定
す
る

こ
と
で
､
絵
の
前
に
立
つ
現
実
の
観
者
の
位
置
と
は
道
に
､
画
面
後
方
の
こ
の
位
置
に
観
音

が
で
き
ご
と
を
見
る
視
点
を
お
い
た
｡
こ
う
し
て
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
は
､
絵
画
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の

前
に
立
つ
観
者
の
｢
視
点
｣
(
わ
れ
わ
れ
な
ら
こ
れ
を
む
し
ろ
｢
視
角
｣
と
い
う
)
と
は
こ
と

な
っ
た
｢
複
数
の
視
点
｣
に
対
し
て
ひ
ら
い
た
の
だ
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
フ
リ
ー
ド
は
ま

た
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
風
景
画
に
も
､
ヴ
ュ
ル
ネ
が
影
響
を
受
け
た
サ
ル
バ
ト
ー
ル
･
ロ
ー
ザ
ヤ

ク
ロ
ー
ド
に
は
な
い
特
質
､
つ
ま
り
絵
画
内
部
に
措
か
れ
た
道
や
小
道
や
上
り
坂
､
橋
､
遠

く
の
船
､
そ
し
て
そ
こ
に
身
を
お
〈
旅
行
者
た
ち
と
い
っ
た
｢
形
象
(
i
m
a
笥
旦
｣
の
そ
れ

ぞ
れ
が
｢
他
と
き
そ
い
あ
っ
て
観
者
の
注
目
を
ひ
こ
う
と
し
､
ま
た
あ
る
意
味
で
そ
の
つ
ど

の
地
点
に
お
い
て
観
者
を
想
像
的
に
現
前
さ
せ
よ
う
と
き
そ
い
あ
う
､
複
数
の
視
点
の
描
写
｣
{
雪
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
｡
こ
の
画
面
内
に

設
定
亨
れ
た
｢
複
数
の
視
点
｣
を
ブ
リ
ー
ド
は
ま
た
､
｢
遠
近
法
的
統
一
性
の
断
片
化
｣
と
呼
ぷ
｡

こ
こ
で
フ
リ
ー
ド
自
身
が
混
乱
し
っ
つ
分
析
し
て
い
る
の
は
､
画
面
構
成
上
の
｢
視
覚
的
｣
原
理
と
し
て
の
遠
近
法
が
設
定
す
る
観
者
の
｢
視
角
｣

の
問
題
で
は
な
く
､
そ
れ
と
は
原
理
上
べ
つ
の
問
題
で
あ
る
絵
画
的
物
語
世
界
に
お
け
る
｢
読
者
=
観
客
｣

の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
的
な
｢
視
点
｣

の発

見
な
い
し
発
明
と
､
そ
の
絵
画
的
な
解
決
の
問
題
で
あ
る
｡
要
す
る
に
｢
べ
リ
サ
リ
ウ
ス
｣
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述
や
フ
リ
ー
ド
の
分
析
に

お
い
て
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ト
ド
ロ
フ
が
物
語
の
人
物
と
(
と
も
に
あ
る
)
視
点
と
呼
び
､
ジ
ュ
ネ
ツ
ト
が
人
物
へ
の
｢
内

的
焦
点
化
｣
と
呼
ぶ
､
と
り
わ
け
近
代
小
説
が
開
発
し
た
語
り
の
｢
視
点
｣
に
､
物
語
る
絵
に
お
い
て
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
{
空
｡
ま
た
デ
ィ
ド

ロ
の
牧
歌
的
絵
画
に
お
け
る
観
者
の
絵
画
の
風
景
へ
の
踏
み
こ
み
の
経
験
の
記
述
は
､
特
定
の
人
物
に
内
的
焦
点
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
､
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語
り
の
視
点
を
物
語
世
界
内
の
特
定
の
位
置
､
特
定
の
現
存
在
の
位
置
(
D
a
)

に
設
定
し
､
そ
こ
か
ら
風
景
や
物
語
が
展
開
す
る
環
境
世
界
の
情
況

を
読
者
や
観
者
に
見
せ
よ
う
と
す
る
語
り
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
特
定
の
人
物
に
内
的
焦
点
化
し
な
い
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
(
全
知
)
の
視
点
と
い

い
た
く
な
る
が
､
古
典
的
な
(
全
知
)
の
視
点
､
い
わ
ゆ
る
(
神
)
の
視
点
と
は
ち
が
う
｡
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
､
そ
し
て
な
お
ピ
サ
ネ
ロ
な
ど
に

典
型
的
に
見
ら
れ
る
｢
読
ま
れ
る
｣
絵
の
語
り
は
､
す
べ
て
を
均
等
に
傭
撤
し
見
と
お
し
､
そ
こ
で
お
こ
る
個
々
の
で
き
ご
と
や
行
為
や
人
物
の
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
普
遍
的
な
意
味
を
明
確
に
一
義
的
に
｢
説
明
｣
し
､
そ
れ
ゆ
え
語
ら
れ
る
世
界
に
村
し
て
超
越
的
な
(
全
知
)
の
､
(
神
)
の

視
点
で
あ
る
｡
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
的
な
遠
近
法
は
､
た
し
か
に
絵
を
見
る
個
人
主
体
の
特
定
の
眼
を
前
提
す
る
が
､
し
か
し
そ
の
眼
は
消
失
点
に
位
置

す
る
､
肉
体
を
も
た
な
い
一
眼
の
抽
象
的
で
純
粋
な
視
角
と
し
て
､
見
ら
れ
た
世
界
と
そ
の
情
況
に
み
ず
か
ら
は
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
､
そ
の

世
界
を
構
成
す
る
超
越
論
的
な
視
点
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
語
り
の
｢
視
点
｣
は
抽
象
的
で
超
越
論
的
な
｢
視
角
｣
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ

ゆ
え
そ
れ
は
な
お
古
典
的
な
(
全
知
)
の
視
点
を
完
全
に
は
脱
し
て
い
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
特
定
の
人
物
で
は
な
く
｢
無
人
称
｣
.
(
バ
ル
ト
)
(
空

で
は
あ
っ
て
も
､
や
は
り
世
界
内
の
特
定
の
位
置
情
況
に
立
つ
視
点
か
ら
の
語
り
を
､
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
､
映
画
の
｢
情
況
設
定
シ
ョ
ッ
ト
｣
に
な

ら
っ
て
､
(
情
況
設
定
)
の
視
点
､
あ
る
い
は
よ
り
簡
潔
に
(
情
況
)
の
視
点
と
呼
ぼ
う
｡
近
代
絵
画
が
ー
遠
近
法
の
視
角
と
は
原
理
的
に
こ
と
な
っ

た
(
と
も
に
あ
る
)
視
点
と
(
情
況
)
の
視
点
を
発
見
し
発
明
す
る
た
め
に
は
､
ま
ず
は
そ
れ
が
絵
の
前
に
立
っ
て
絵
画
世
界
を
一
望
の
下
に
見
る

現
実
の
観
者
の
遠
近
法
の
｢
視
角
｣
と
は
原
理
的
に
こ
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
｡
観
者
が
絵
画
の
物
語
世
界

に
踏
み
こ
み
没
入
す
る
に
は
､
観
者
が
現
実
に
は
絵
の
前
に
立
っ
て
こ
れ
を
見
て
い
る
と
い
う
､
そ
の
肉
眼
の
｢
視
角
｣

の
事
実
性
を
忘
れ
る
必
要

が
あ
る
｡
こ
れ
は
絵
画
世
界
内
に
位
置
す
る
｢
語
り
の
視
点
｣
と
し
て
の
(
と
も
に
あ
る
)
視
点
と
(
情
況
設
定
)
の
視
点
の
発
明
の
た
め
の
必
要

条
件
で
あ
っ
て
､
こ
こ
に
は
な
ん
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
点
で
､
た
し
か
に
こ
の
発
見
と
発
明
は
､
フ
リ
ー
ド
が
指
摘
す
る
よ
う

に
没
入
の
モ
チ
ー
フ
の
発
見
と
歩
を
と
も
に
し
て
お
り
､
お
そ
ら
く
は
す
で
に
十
七
世
紀
に
は
じ
ま
り
､
十
人
世
紀
に
一
般
化
し
､
十
九
世
紀
に
確

立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
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の
ま
え
に
し
て
兵
士
が
お
か
れ
た
存
在
情
況
と
そ
の
自
己
了
解
と
し
て
の
情
態
性
で
あ
り
､
特

定
の
感
情
的
雰
囲
気
で
あ
り
､
つ
ま
り
は
兵
士
と
(
と
も
に
あ
る
)
共
感
で
あ
る
｡
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
､
た
ん
に
歴
史
物
語
の
で
き
ご
と

を
全
知
の
視
点
か
ら
語
り
､
意
味
づ
け
､
教
訓
を
あ
た
え
る
修
辞
学
的
な
語
り
で
は
な
く
､
措
か
れ
た
世
界
が
特
定
の
位
置
､
特
定
の
視
点
に
立
つ

人
物
の
内
面
に
対
し
て
､
ほ
か
で
も
な
い
か
れ
に
と
っ
て
の
意
味
や
情
況
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
｢
内
面
性
の
ド
ラ
マ
｣
で
あ
る
｡

バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
が
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
｢
お
茶
を
飲
む
婦
人
｣
(
囲
‖
ご
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
す
る
と
き
､
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
も
､
こ

の
よ
う
な
内
面
性
の
ド
ラ
マ
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

｢
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
､
十
八
世
紀
の
も
っ
と
も
偉
大
な
物
語
画
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
｡
か
れ
は
買
い
物
籠
に
は
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
か
ら
ひ
と

っ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
､
ま
た
し
ば
し
ば
そ
う
す
る
｡
か
れ
は
実
体
(
s
旨
の
ぎ
c
e
)

-

載
っ
た
り
､
抱
擁
し
た
り
､

大
げ
さ
な
身
振
り
を
す
る
人
物
た
ち
(
厨
岳
S
)
-
-
を
再
現
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
る
の
で
は
な
く
､
ほ
ん
の
一
瞬
の
感
覚
作
用
で
あ

る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
た
知
覚
種
族
の
ス
ト
ー
リ
1
を
物
語
る
｡
‥
･
わ
れ
わ
れ
が
｢
お
茶
を
飲
む
婦
人
｣
の
な
か
に
見
る
も
の
は
､
そ
こ
で
漬

23
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没
入
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
は
､
そ
の
｢
内
面
性
｣
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
｡
人
物
が
自
分

の
行
為
に
没
入
し
て
い
る
と
き
､
そ
の
姿
や
表
情
､
そ
し
て
か
れ
を
と
り
ま
く
情
況
と
は
､
か

れ
の
内
向
す
る
ま
な
ざ
し
が
見
つ
め
､
か
れ
の
夢
中
の
意
識
が
了
解
し
経
験
し
て
い
る
世
界
､

つ
ま
り
は
か
れ
の
内
面
を
透
過
し
､
か
れ
の
内
面
の
動
き
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
た
世
界
の
情

況
で
あ
り
､
あ
る
い
は
か
れ
の
存
在
を
つ
つ
み
こ
む
｢
雰
囲
気
｣
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
､
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
こ
と
ば
を
便
え
ば
､
か
れ
の
現
存
在
の
お
か
れ
て
い
る
｢
情
態
性
｣
､
つ
ま
り
ほ
｢
か

れ
の
情
況
｣

で
あ
る
｡
ペ
リ
サ
リ
ウ
ス
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
兵
士
が
わ
れ
わ
れ
観
者
の

｢
役
割

を
演
じ
る
｣
と
き
､
わ
れ
わ
れ
が
兵
士
に
｢
そ
く
し
て
立
つ
｣
と
き
､
他
の
人
物
を
忘
れ
て
兵

士
に
｢
内
的
焦
点
化
｣
す
る
と
き
､
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
理
解
す
る
の
も
､
ペ
リ
サ
リ
ウ
ス
を
目



じ
ら
れ
る
注
視
と
い
う
ふ
る
ま
い
の
記
録
(
呂
e
n
a
C
(
e
d
r
e
c
O
r
d
O
r
a
芳
n
t
i
O
n
)
で
あ
り
､
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
も
み
ず
か
ら
､
そ
の
描
写
の
明
瞭
さ

や
他
の
諸
特
徴
に
み
ち
び
か
れ
て
即
座
に
再
演
す
る
(
r
?
e
n
a
C
t
)
の
で
あ
り
､
そ
し
て
こ
の
注
視
の
物
語
は
､
内
容
が
き
わ
め
て
密
で
あ
る
｡
そ

こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
焦
点
や
､
固
定
の
た
め
の
特
権
的
な
視
点
や
､
失
敗
や
､
緊
張
緩
和
を
示
す
そ
の
つ
ど
特
徴
的
な
様
態
や
､
対
比
の
意
識
が

あ
り
､
そ
し
て
ま
た
つ
い
に
知
り
得
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
好
奇
心
が
あ
る
｣
(
空
｡

こ
こ
で
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
が
｢
知
覚
経
験
の
ス
ト
ー
リ
ー
｣
あ
る
い
は
｢
注
視
の
物
語
｣
と
呼
ぶ
も
の
こ
そ
､
描
か
れ
た
絵
画
世
界
に
位
置
し
て
そ

こ
か
ら
事
物
を
注
視
し
て
み
る
人
物
の
内
面
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
､
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
い
う
(
情
況
)
の
視
点
な
い
し
(
と
も
に
あ
る
)
視
点
か

ら
す
る
個
人
の
世
界
経
験
の
生
成
の
物
語
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
プ
ラ
イ
ソ
ン
は
そ
こ
に
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
に
特
有
の
｢
内
的
で
私
的
な
(
i
n
w
邑
賀
d

p
き
a
t
e
)
も
の
｣
､
独
自
の
｢
雰
囲
気
の
本
質
｣
(
5
7
)
を
見
て
い
る
｡
プ
レ
イ
グ
ー
も
ま
た
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絵
に
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
も
の
を
､
｢
視

覚
(
v
i
s
i
O
n
)
の
あ
る
種
の
ド
ラ
マ
､
£
さ
に
絵
を
見
る
ド
ラ
マ
｣
(
讐
と
呼
ぶ
｡
絵
が
知
覚
経
験
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
と
き
､
そ
れ
が
感
覚
作
用

の
｢
ほ
ん
の
一
瞬
｣
の
物
語
を
措
く
タ
ブ
ロ
ー
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
絵
は
､
そ
れ
以
前
の
物
語
る
絵
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
､
時
間
の
連
続
の
な
か
で
展
開
す
る
テ
ク
ス
ト
に
従
属
し
読
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
､
絵
に
ほ
ん
ら
い
の
(
い
ま
･
こ
こ
)
の
瞬
間
に
つ

い
て
の
個
人
の
知
覚
の
物
語
を
見
と
ど
け
る
も
の
に
な
る
｡

十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
と
､
そ
し
て
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
に
お
け
る
｢
没
入
｣
の
モ
チ
ー
フ
が
告
げ
て
い
る
の
は
､
フ
リ
ー
ド
や
プ
レ
イ

ダ
ー
が
い
う
よ
う
に
､
近
代
の
美
的
自
立
性
と
美
的
仮
象
論
(
ィ
リ
ユ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
)
の
美
学
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
､
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う

に
､
普
遍
的
な
世
界
秩
序
を
語
ろ
う
と
す
る
古
典
的
な
叙
事
詩
の
(
全
知
)
の
視
点
に
対
し
て
､
世
界
内
の
特
定
の
位
置
に
立
っ
て
､
そ
こ
で
見
え

て
く
る
世
界
の
｢
情
況
｣
を
感
じ
と
る
個
人
の
内
面
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
語
ろ
う
と
す
る
近
代
小
説
が
考
案
し
た
語
り
の
視
点
､
(
と
も
に
あ
る
)
視

点
と
(
情
況
)
の
視
点
に
対
応
す
る
絵
画
的
構
成
と
､
そ
れ
に
応
じ
る
観
者
の
あ
ら
た
な
作
品
受
容
を
も
告
げ
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
プ
レ
イ
ダ
ー

の
よ
う
に
､
絵
画
に
お
け
る
｢
没
入
｣
と
カ
ン
ト
の
｢
反
省
｣
と
､
シ
ラ
ー
の
近
代
文
化
の
本
質
的
な
条
件
と
し
て
の
｢
情
感
性
(
s
e
n
【
i
ヨ
e
n
邑
i
マ
)
｣

と
､
そ
し
て
一
七
九
〇
年
代
の
ゲ
ー
テ
､
シ
ラ
ー
､
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
､
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
ら
の
手
に
な
る
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
の
抒
情
詩
に
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見
ら
れ
る
よ
う
な
特
質
と
の
あ
い
だ
に
｢
類
似
､
あ
る
い
は
同
型
性
｣
(
讐
を
認
め
る
こ
と
は
､
ま
ち
が
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
点
で
も
､

近
代
小
説
の
祖
の
ひ
と
り
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
を
あ
れ
ほ
ど
称
揚
し
た
デ
ィ
ド
ロ
は
､
象
徴
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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