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フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
蹟
が
語
る
も
の

植
　
田

寿
　
蔵

　
　
　
ル
ウ
ヴ
ル
に
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
画
い
た
「
エ
マ
オ
の
巡
礼
し
の
絵
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
新
約
聖
書
、
ル
気
心
に
よ
る
と
、
二
人
の
弟

　
　
子
が
「
エ
ル
サ
レ
ム
よ
り
三
里
ば
か
り
隔
り
た
る
エ
マ
オ
と
い
ふ
村
に
往
き
つ
つ
、
凡
て
あ
り
し
事
ど
も
を
互
に
語
り
あ
ふ
（
略
）
程
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
イ
エ
ス
自
ら
近
づ
き
て
共
に
往
き
給
ふ
。
さ
れ
ど
彼
ら
の
目
遮
へ
ら
れ
て
イ
エ
ス
な
る
を
認
む
る
こ
と
能
は
ず
。
（
略
）
イ
エ
ス
言
ひ
給
ふ

　
　
　
　
お
ろ
か

　
　
『
あ
あ
愚
に
し
て
預
言
者
た
ち
の
語
り
た
る
凡
て
の
こ
と
を
信
ず
る
に
心
鈍
き
者
よ
。
キ
リ
ス
ト
は
必
ず
此
ら
の
苦
難
を
受
け
て
、
其
の

　
　
栄
光
に
入
る
べ
き
な
ら
ず
や
』
（
略
）
遂
に
往
く
所
の
村
に
近
づ
き
し
に
、
イ
エ
ス
（
略
）
留
ら
ん
と
て
入
り
た
ま
ふ
。
共
に
食
事
の
席
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぐ

　
　
着
き
た
ま
ふ
時
、
パ
ン
を
取
り
て
祝
し
、
畢
き
て
輿
へ
給
へ
ば
、
彼
ら
の
鼠
開
け
て
イ
エ
ス
な
る
を
認
む
、
而
し
て
イ
エ
ス
見
え
ず
な
り

　
　
給
ふ
。
」

　
　
　
マ
ル
コ
伝
に
も
、
変
っ
た
姿
の
イ
エ
ス
が
田
舎
道
で
書
入
の
弟
子
に
現
れ
、
そ
れ
を
彼
ら
が
他
の
弟
子
た
ち
に
話
し
た
が
、
彼
ら
は
信

　
　
じ
な
か
っ
た
と
だ
酵
述
べ
て
あ
る
。

　
　
　
ウ
ェ
ル
ネ
ル
・
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
の
傘
骨
閣
「
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
」
は
精
読
に
値
い
す
る
良
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
宗
教
美
術
」
と
い
う

　
　
一
章
に
、
こ
の
絵
に
つ
い
て
精
密
な
論
述
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
が
他
の
一
層
高
い
世
界
を
見
て
い
る
ら
し
く
、
厨
を
上
へ
向
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58
7
　
け
て
、
吾
を
忘
れ
、
光
明
に
み
た
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
示
し
、
弟
子
た
ち
に
も
そ
れ
を
感
ぜ
し
め
て
い
る
。
顔
に
は
憂
愁
と
至
福
の
混

　
　
じ
り
合
う
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
云
い
、
キ
リ
ス
ト
は
常
に
単
純
な
形
に
現
れ
る
卓
れ
た
精
神
に
よ
り
、
甕
な
る
も
の
の
圏
内
に
入
り
、

　
　
弟
子
た
ち
よ
り
ぬ
き
ん
で
て
い
る
と
い
う
意
味
の
考
え
が
述
べ
て
あ
る
。
（
芝
①
露
2
≦
Φ
｝
菩
⇔
。
F
園
①
ヨ
ぴ
同
露
（
ぎ
お
8
し

　
　
　
そ
の
同
じ
章
の
中
で
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
が
宗
教
美
術
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
要
旨
に
従
う
と
、
宗
教
美
術
と
い
う
も
の

　
　
は
、
宗
教
の
内
容
、
対
象
が
、
聖
な
る
も
の
の
表
現
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
美
術
、
一
般
に
宗
教
的
な
感
情
を
生
じ
得
る
美
術
で
あ

　
　
る
と
云
う
。
聖
な
る
も
の
が
取
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
ス
エ
エ
デ
ン
の
神
学
者
山
開
デ
ル
ブ
ロ
ム
の
考
え
に
よ
る
の
で
あ
る
。
冷
評
デ
ル
ブ

　
　
ロ
ム
が
宗
教
に
お
い
て
、
神
の
信
仰
と
崇
敬
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
↓
麗
本
質
約
に
深
い
意
味
を
も
つ
標
準
は
、
警
な
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
神
の
信
仰
と
礼
拝
は
な
く
て
も
、
帰
依
は
有
り
得
る
が
、
し
か
し
髪
な
る
も
の
の
観
念
を
欠
く
帰
依
は
な
い
と
云
っ
た
の
に
よ

　
　
り
、
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
も
神
の
儒
仰
は
な
く
て
も
、
聖
な
る
も
の
の
観
念
は
あ
る
。
美
術
の
作
贔
に
も
、
信
仰
の
内
容
と
対
象
は
表
わ
さ
な

　
　
く
て
も
、
　
「
一
種
の
宗
教
的
感
情
」
を
生
ず
る
力
は
あ
る
。
近
代
の
美
術
家
が
風
景
を
宗
教
的
感
情
の
流
臨
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
利
用

　
　
し
て
も
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
（
ω
．
腿
津
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ム
ゼ
ツ
ツ
エ
ン

　
　
「
そ
の
宗
教
的
価
値
が
美
的
価
値
に
変
わ
る
よ
う
な
美
術
が
ど
う
し
て
生
ず
る
か
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
て
説
鴫
は
し
な
い
」
と
云
い

　
　
（
O
Q
’
似
G
c
¢
）
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
は
直
観
的
な
帰
依
を
形
象
化
し
て
、
宗
教
的
な
表
現
の
最
も
大
き
い
類
型
を
創
造
し
た
。
そ
の
作
贔
に
は
聖
な

　
　
る
も
の
が
盗
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
の
根
本
的
な
感
情
を
、
種
々
の
宗
教
的
状
態
に
移
し
得
る
能
力
も
し
く
は
素
質
を
も
ち
、
柔
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ァ
ベ

　
　
る
も
の
と
そ
の
現
象
形
式
を
予
覚
す
る
た
め
の
天
分
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
（
¢
幽
り
に
　
触
W
　
　
　
　
　
ソ
）

　
　
　
宗
教
美
術
の
根
本
的
な
性
格
は
、
聖
な
る
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
本
の
墨
染
は
、
宗
教
感
情
と
し
て
現
れ
る
と
云
わ

　
　
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
宗
教
感
情
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
入
闘
の
宗
教
生
活
も
し
く
は
宗
教
的
な
在
り
方
に
関
餅
し
て

　
　
生
ず
る
感
情
で
あ
ろ
う
。
神
に
換
え
て
考
え
ら
れ
る
聖
な
る
も
の
へ
の
帰
依
が
説
か
れ
た
が
、
愚
な
る
も
の
が
宗
教
の
た
め
に
予
想
せ
ら

　
　
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
人
間
の
察
教
的
な
在
り
方
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
う
感
情
が
宗
教
感
情
と
呼
ば
れ
る



　
　
ぱ
ず
で
あ
ろ
う
。
当
然
に
そ
れ
は
人
外
の
宗
教
生
活
を
予
想
す
る
。
宗
教
の
立
場
に
お
い
て
は
、
礼
拝
の
一
定
の
形
式
に
従
っ
て
、
神
的

　
　
な
も
の
に
関
諾
す
る
精
神
状
況
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
も
あ
ろ
う
。
帰
依
と
祈
り
に
よ
り
、
聖
な
る
も
の
が
客
観
化
せ
ら
れ
、
信
仰

　
　
者
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
（
ψ
駄
ゆ
ト
こ
）
た
だ
そ
の
結
果
を
単
に
外
か
ら
見
る
だ
け
で
、
世
俗
的
な
事
実
か
ら
区
別
せ
ら
れ
、

　
　
神
聖
化
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
黒
黒
せ
ら
れ
た
荘
厳
の
う
ち
に
墾
な
る
も
の
が
模
写
せ
ら
れ
、
客
観
的
な
も
の
と

　
　
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
荘
厳
な
も
の
が
即
ち
聖
な
る
も
の
の
模
写
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
模
写
で
は
あ
り
得
る
か
も
知
れ

　
　
な
い
。
し
か
し
模
写
は
模
写
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
果
し
て
儒
仰
を
、
従
っ
て
宗
教
感
情
を
呼
び
起
こ
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
レ

　
　
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
画
い
た
新
旧
聖
書
の
事
蹟
の
絵
に
、
聖
な
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
た
が
、
画
か
れ
た
も
の
は
す
べ
て
癬
の
対
象

　
　
と
し
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
体
験
は
目
で
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
見
ら
れ
る
宗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
聖

　
　
な
る
も
の
と
云
わ
れ
る
も
の
が
真
に
宗
教
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
帰
依
せ
ら
れ
る
も
の
、
そ
の
実
在
が
信
ぜ
ら
れ
る
も
の
、
隠
避

　
　
を
与
え
る
主
体
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
爾
か
れ
て
い
る
も
の
に
聖
な
る
も
の
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
恩
寵
を
も
し
く
は
救
済
を
、
云

　
　
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
主
体
性
を
思
う
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
そ
れ
は
画
か
れ
て
い
る
も
の
を
手
掛
り
と
し
て
、
も
し
く
は
そ
れ
を
通
り
抜
け
て
、
聖
な
る
も
の
を
思
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
　
そ
れ
な
ら
、
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
そ
の
他
の
聖
者
た
ち
で
あ
る
か
、
奇
蹟
が
生
じ
た
光
景
で
あ
る
か
を
、
た
だ
知
る

　
　
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
を
待
つ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
は
そ
う
は
認
め
な
い
。
宗

　
　
教
の
事
蹟
を
画
い
て
、
そ
こ
に
魏
な
る
も
の
を
表
わ
し
得
な
か
っ
た
誓
紙
が
少
く
な
い
こ
と
を
述
べ
、
た
だ
留
る
画
家
が
－
1
ー
レ
ム
ブ
ラ

　
　
ン
ト
が
最
も
卓
れ
た
蝸
人
で
あ
る
よ
う
に
　
　
そ
の
絵
の
色
と
形
に
直
接
に
聖
な
る
も
の
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う

　
　
に
見
え
る
。
帰
依
を
形
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
、
聖
な
る
も
の
が
男
芸
に
写
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
に

　
　
見
え
る
。

597　
　
　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
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コ
の
事
蹟
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語
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四

　
嬰
な
る
も
の
が
ど
う
そ
の
作
品
に
潅
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
帰
依
と
は
心
の
動
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
ど
う
形
象
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
象
化
せ
ら
れ
た
も
の
は
そ
こ
に
静
止
す
る
。
帰
依
す
る
心
で
は
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
レ
ム
ブ

ラ
ン
ト
の
扇
面
に
は
、
精
神
も
し
く
は
生
命
と
呼
ぶ
べ
き
も
が
、
明
白
に
醐
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
形
象
化
せ
ら
れ
た
霊
な
る
も
の
が
溢

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
絵
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
人
物
、
風
景
そ
の
他
の
も
の
に

見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
色
と
形
の
ほ
か
に
、
何
か
が
存
在
し
得
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
聖
な
る
も
の
と
ワ
イ
ス
バ

ッ
ハ
が
云
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
物
そ
の
他
の
も
の
が
も
つ
精
神
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
心
で
あ
る
よ
う
に
、
弟
子
た
ち

の
心
で
あ
り
、
薄
い
皿
、
透
明
な
瓶
の
も
つ
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
内
に
は
た
ら
く
心
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
色
と
形
の
統
～

が
も
つ
心
で
あ
っ
た
。

　
ル
カ
伝
は
エ
マ
オ
の
巡
礼
の
事
蹟
に
つ
い
て
、
一
連
の
経
過
を
述
べ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
が
弟
子
た
ち
に
逢
う
。
一
室
に
入
っ
て
共
に

食
卓
に
向
う
。
パ
ン
を
祝
福
し
て
彼
ら
に
分
け
与
え
る
。
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
に
気
付
く
。
キ
リ
ス
ト
が
忽
然
と
消
え
る
。
し
か
し
ル
ウ
ヴ

ル
の
「
エ
マ
オ
の
巡
礼
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
幾
段
か
に
分
か
れ
る
経
過
は
画
か
れ
て
い
な
い
。
単
に
そ
の
中
間
の
一
光
景
、
キ
リ
ス
ト

が
パ
ン
を
攣
く
一
瞬
の
場
面
が
画
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
見
る
と
キ
り
ス
ト
が
蒼
白
い
顔
で
、
悲
し
げ
に
上
を
仰
ぎ
、
両
季
に
パ
ン

を
持
っ
て
い
る
。
二
人
の
弟
子
の
向
っ
て
左
に
い
る
一
人
は
、
右
の
手
を
顔
の
前
へ
上
げ
、
右
の
一
人
は
右
の
手
を
食
卓
の
端
へ
突
き
、

左
は
椅
子
の
肘
掛
に
置
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
見
上
げ
て
い
る
。
そ
の
向
う
に
皿
を
持
つ
若
い
給
仕
が
立
っ
て
い
る
こ
と
も
、
聖
書
の
語
る

事
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
が
述
べ
る
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
も
、
こ
の
絵
の
印
象
を
早
る
か
ぎ
り

は
、
誰
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
が
羅
を
上
げ
て
い
る
姿
勢
が
、
こ
の
世
と
は
一
層
高
い
世
界
を
見
て
い
る
ら
し
い
と
推

曝
す
る
こ
と
も
、
上
、
空
も
し
く
は
天
上
を
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
吾
を
忘
れ
て
、
光
明

に
み
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
ま
で
を
、
ど
れ
だ
け
の
人
が
共
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
著
者
の
叙
述
を
読
み
、

は
じ
め
て
同
意
す
る
入
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
読
書
に
よ
っ
て
得
た
知
識
で
あ
っ
た
。
彼
れ
の
欝
が
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
の



　
　
う
ち
に
見
娼
し
得
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ル
ウ
ヴ
ル
の
「
エ
マ
オ
の
巡
礼
」
の
、
キ
リ
ス
ト
と
二
人
の
弟
子
た
ち
の
姿
勢
と
表
情
の
意
味
に
つ
い
て
、
何
か
の
記
録
を
読
む
よ
う

　
　
に
、
明
確
に
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
聖
書
の
記
述
が
参
照
せ
ら
れ
て
も
、
そ
こ
に
は
何
も
詳
細
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
一
瞬
の
光
景
を
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
「
薩
家
の
欝
」
が
取
り
上
げ
た
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
画
く
前
に
は
、
ど
こ
に
も
そ
れ
は
存
在
し
な

　
　
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
一
々
の
人
が
誰
で
あ
る
か
、
物
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
も
容
易
に
分
か
る
。
そ
れ
ら

　
　
の
人
と
物
を
統
一
し
て
、
そ
こ
に
成
立
す
る
姿
勢
や
表
情
の
意
味
を
細
か
く
知
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
根
源

　
　
的
に
絵
爾
は
色
と
形
で
あ
る
。
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
、
他
の
何
物
を
も
っ
て
も
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
絵

　
　
爾
の
世
界
」
が
、
人
間
に
与
え
ら
れ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
色
と
形
が
、
無
限
の
段
階
を
な
す
統

　
　
一
と
し
て
、
こ
の
絵
の
世
界
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
食
卓
の
上
に
金
属
製
の
小
さ
い
皿
が
載
っ
て
い
る
。
中
に
も
左
の
一
枚
目
、
あ
り

　
　
と
も
見
え
ぬ
ほ
ど
の
凹
み
を
作
る
線
と
表
面
に
、
繊
細
を
き
わ
め
た
感
覚
が
画
か
れ
て
い
る
。
嘗
て
世
界
に
画
か
れ
た
最
も
繊
細
な
皿
の

　
　
姿
を
見
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
の
左
右
に
硝
子
瓶
が
立
っ
て
い
る
。
・
石
下
の
一
本
は
注
意
し
な
い
と
見
落
す
か
も
知
れ

　
　
な
い
ほ
ど
透
明
で
あ
る
。
左
側
の
は
底
の
臨
さ
で
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
書
の
知
識
と
信
仰
の
深
さ
は
、
こ
れ
ら
の
繊
細
を
き
わ

　
　
め
た
も
の
を
見
分
け
る
た
め
に
、
何
も
の
か
を
寄
与
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
向
っ
て
右
の
弟
子
が
置
く
両
手
も
、
左
の
弟
子
の
顔
に
当
て

　
　
る
手
も
、
真
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
果
し
て
見
る
人
の
信
仰
を
深
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
画
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
事
蹟
の
一
瞬
時
の
光
景
は
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
は
じ
め
て
地
上
に
創
造
し
、
そ
れ
を
永
遠
化

　
　
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
特
異
な
構
成
を
も
つ
色
と
形
の
統
一
と
し
て
磁
か
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
永
久
に
誰
に
も
見
ら
れ

　
　
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幸
に
そ
れ
が
画
か
れ
て
今
日
に
残
さ
れ
た
。
他
の
何
も
の
を
も
っ
て
も
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
実
在
で

　
　
あ
る
。
根
源
的
に
、
そ
の
コ
瞬
」
の
見
ら
れ
る
こ
と
が
i
純
粋
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
絵
の
存
在
の

　
　
根
源
的
な
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
事
蹟
の
一
節
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
絵
を
真
に
見
る
立
場
を
捨
て
て
、
勝
手
に
別

職　
　
　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
蹟
が
語
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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の
心
境
に
彷
裡
す
る
こ
と
は
「
絵
画
」
の
論
理
が
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
キ
リ
ス
ト
が
単
純
な
形
の
う
ち
に
高
く
詐
れ
た
精
神
を
表
わ
し
、
わ
が
内
に
光
明
を
み
た
さ
れ
、
そ
れ
を
弟
子
た
ち
に
も
感
ぜ
し
め
て

　
　
い
る
と
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
が
云
う
が
、
そ
の
精
神
は
一
－
も
し
真
に
こ
の
絵
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
一
そ
の
キ
リ
ス
ト
を
画

　
　
い
て
い
る
色
と
線
と
の
統
一
の
う
ち
に
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
爾
家
の
目
が
は
じ
め
て
そ
れ
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
記
録
が
伝
え
た
の
で
も
な
く
、
誰
か
が
教
え
た
の
で
も
な
い
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
も
人
で
あ
る
。
彼
に
も
キ
リ
ス
ト
の
儒
仰
が
あ
っ
た
に
違

　
　
い
な
い
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
信
仰
で
あ
っ
た
か
は
、
私
も
知
ら
ず
、
多
く
の
人
も
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
信
仰
は
心
の
内
の
こ
と
が
ら
で

　
　
あ
る
。
外
に
は
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
祈
る
姿
に
は
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
儒
仰
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
分
る
。
さ
ま
ざ

　
　
ま
に
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
推
測
は
信
仰
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
宗
教
の
根
源
、
即
ち
人
間
の
宗
教
的
な
存
在
を
成
立
せ
し
め
、
そ
れ
を
存
続
せ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
繭
谷
博
士
の
著
書

「
宗
教
と
は
何
か
」
に
は
（
創
交
社
刊
）
古
来
の
入
格
的
な
神
を
宗
教
の
根
源
と
考
え
、
世
界
を
神
の
秩
序
に
従
っ
て
存
在
す
る
も
の
と

の
み
解
す
る
思
想
は
、
歴
史
の
事
実
、
近
代
の
科
学
の
進
歩
な
ど
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
長
く
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
仏

教
の
説
く
「
空
」
の
よ
う
な
思
想
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
こ
の
困
難
を
埋
り
、
宗
敦
の
真
の
根
源
を
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
考
え
が
、
業
繋
な
思
索
を
重
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
も
ま
た
こ
の
思
想
に
学
ぶ
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
指
漂
を
追
う
て
我
々

の
思
考
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

　
宗
教
の
根
源
が
人
格
的
な
神
に
で
は
な
く
、
よ
り
深
く
空
の
思
想
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
空
を
哲
学
の
問
題
と
し
て
純
粋

に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
宗
教
的
立
場
に
お
い
て
関
心
す
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
そ
の
真
実
を
儒
じ
、
そ
の
鍵
在
を
信
じ
、
そ
れ
と

の
関
餅
を
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
云
い
か
え
る
と
、
そ
れ
を
自
分
の
存
在
に
直
接
な
影
響
を
与
え
る
「
図
る
も
の
」
と
し
て
直
覚
す
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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ゼ
エ
デ
ル
ブ
ロ
ム
が
、
人
格
神
に
換
え
ら
れ
た
聖
な
る
も
の
に
も
帰
依
が
有
り
得
る
と
云
っ
た
と
云
わ
れ
る
が
、
人
間
が
帰
依
し
得
る

も
の
は
一
名
は
何
と
云
わ
れ
よ
う
と
も
一
人
間
の
関
心
を
呼
び
得
る
も
の
、
人
間
の
生
き
ん
と
の
願
い
に
対
し
得
る
も
の
、
人
間
と

の
画
餅
に
置
か
れ
得
る
も
の
、
即
ち
「
人
間
的
な
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
も
し
人
格
神
で
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
お
そ
ら
く
絶
対
、
無
、
空
と
い
う
よ
う
な
、
神
を
も
超
え
た
、
よ
り
深
く
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ど
れ

ほ
ど
深
く
考
え
ら
れ
て
も
、
人
問
が
帰
依
し
得
る
も
の
は
、
根
源
的
に
そ
の
実
在
が
信
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
察
教
的
な
人
間
が
そ
れ

に
祈
り
を
捧
げ
ず
に
、
空
し
く
傍
観
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
永
久
に
人
命
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
生
き
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の

前
か
ら
も
後
ろ
か
ら
も
入
間
を
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
露
然
科
学
は
進
歩
し
た
。
し
か
し
ど
こ
ま
で
科
学
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
機
械

が
い
か
に
精
巧
を
加
え
る
に
到
っ
て
も
、
そ
れ
が
ひ
と
り
で
成
立
し
、
ひ
と
り
で
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
必
ず
人
間
の
力
が
加
わ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
科
学
も
人
間
が
進
め
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
宇
宙
が
い
か
に
拡
大
せ
ら
れ
て
も
、
物
質
が
い
か
に
微
細
に
分
析
せ
ら
れ
て

も
、
そ
れ
は
み
な
神
が
創
造
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
、
神
を
儒
ず
る
心
の
深
い
入
々
が
云
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
永
久
に
一
つ

の
仏
掌
を
さ
え
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
宗
教
資
が
語
る
よ
う
に
、
人
群
の
世
界
に
は
古
来
幾
つ
も
の
宗
教
が
興
隆
し
．
さ
ま
ざ
ま
の
違
っ
た
神
や
仏
菩
薩
が
儒
ぜ
ら
れ
た
。
今

後
も
さ
ま
ざ
ま
に
新
た
な
相
貌
を
加
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
仏
菩
薩
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
人
格
的
な
神
仏
と
し
て
は
諒
解
せ
ら

れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
、
人
格
的
非
人
格
性
」
と
前
書
の
著
者
も
す
で
に
呼
ば
れ
た
が
（
照
七
、
六
八
翼
）
し
か
し
お
そ
ら
く
或
る
状
況

に
お
い
て
、
入
間
の
背
後
も
し
く
は
深
層
の
よ
う
な
一
も
し
く
は
影
な
き
影
の
よ
う
な
一
何
か
の
存
在
と
し
て
諒
解
せ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
人
間
は
そ
こ
に
新
た
な
神
の
「
け
わ
い
」
を
見
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
藩
学
が
考
え
る
虚
無
も
し
く
は

空
も
、
宗
教
の
立
場
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
人
間
的
な
神
と
し
て
感
得
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
暫
く
そ
れ
を
神
の
名
に
お
い

て
呼
ば
し
め
よ
。

　
仏
も
し
く
は
神
を
考
え
る
．
蒔
に
は
じ
め
て
人
髪
に
宗
教
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
が
神
に
祈
る
の
も
、
神
を
す
で
に
在
る

　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
蹟
が
語
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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も
の
と
し
て
祈
る
の
で
あ
る
。
彼
が
意
識
す
る
「
以
前
」
か
ら
ー
ー
無
限
の
過
去
か
ら
i
神
は
彼
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
を
今
は
じ
め
て
彼
が
気
付
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
恰
か
も
神
が
一
つ
の
客
体
と
し
て
彼
れ
の
前
に
在
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
信
仰
に
お

　
　
け
る
神
は
、
単
な
る
客
体
と
し
て
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
神
が
彼
を
世
に
在
ら
し
め
、
彼
を
見
守
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
神
は
人

　
　
間
の
背
後
も
し
く
は
深
処
に
在
る
。
神
を
た
だ
自
分
の
前
に
置
い
て
の
み
眺
め
る
彼
は
、
「
単
に
見
る
立
場
」
、
即
ち
美
術
の
世
界
に
お
い

　
　
て
神
を
見
る
の
で
あ
る
。
信
仰
の
立
場
に
お
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
彼
が
諒
解
す
る
神
は
、
常
に
形
を
超
え

　
　
た
主
体
性
で
あ
る
。
神
は
単
な
る
絵
画
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
真
実
の
神
は
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
恩
寵
に
浴
し
、
そ
の
救
済
を
仰
ぎ
得
る
の
み
で
あ
る
。
神
を
儒
ず
る
報
酬
と
し
て
救
済

　
　
を
受
け
る
の
で
は
な
い
。
恩
寵
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
打
算
し
て
神
に
祈
る
の
で
は
な
い
。
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
信
じ
得
た
と
い
う
恩

　
　
寵
を
得
た
の
で
あ
る
。
信
じ
得
る
心
が
即
ち
祈
る
心
で
あ
る
。
祈
る
心
を
も
つ
こ
と
が
即
ち
救
済
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
旧
約
聖
書
の
ヨ
ブ
記
に
よ
る
と
、
エ
ホ
バ
が
サ
タ
ン
に
命
じ
、
多
く
の
家
畜
群
を
所
有
す
る
、
行
い
正
し
く
、
神
を
畏
れ
る
、
完
全
な

人
で
あ
る
ヨ
ブ
を
試
み
る
た
め
に
、
ヨ
ブ
の
全
鋭
産
を
サ
タ
ン
の
手
に
委
ね
（
第
一
章
）
そ
れ
に
災
害
を
加
え
し
め
た
。
家
が
焼
か
れ
子
女

た
ち
が
殺
さ
れ
、
家
畜
も
殺
さ
れ
る
。
ヨ
ブ
の
信
仰
は
動
揺
せ
ず
、
　
「
我
裸
に
て
母
の
胎
を
出
た
り
、
又
裸
に
て
彼
処
に
帰
ら
ん
、
エ
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

バ
与
ヘ
ェ
ホ
バ
取
り
給
ふ
な
り
エ
ホ
バ
の
御
名
は
生
む
べ
き
か
な
」
と
云
う
に
止
ま
り
（
一
章
二
十
一
）
ひ
た
す
ら
柔
順
に
そ
の
災
害
に
堪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い

え
た
。
し
か
し
銀
鼠
は
そ
れ
に
比
ま
ら
ず
、
サ
タ
ン
が
ヨ
ブ
を
撃
ち
、
全
身
が
腫
物
に
覆
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
ヨ
ブ
は
「
我
ら
神
よ
り
福

は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
に
レ
つ
た
き
も
の
　
　
あ
し
き
も
の

祉
を
穿
く
る
な
れ
ば
、
災
害
も
亦
受
け
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
饗
う
。
（
二
章
十
）
「
神
は
完
全
者
と
悪
者
と
を
等
し
く
滅
し
た
ま
ふ
」
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
た
の

云
い
（
九
章
二
十
二
）
「
彼
（
神
）
わ
れ
を
殺
す
と
も
我
は
彼
に
依
頼
ま
ん
」
と
さ
え
云
っ
た
。
（
十
三
章
十
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
め
き

　
ヨ
ブ
と
い
え
ど
も
人
間
で
あ
る
。
彼
れ
の
苦
悩
は
空
也
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
わ
が
嘆
患
は
わ
が
食
物
に
代
り
、
我
乱
吟
は
水

の
流
れ
そ
そ
ぐ
に
似
た
り
」
と
言
い
（
三
盛
　
十
五
）
「
二
心
過
に
し
年
月
の
ご
と
く
な
ら
ま
ほ
し
、
神
の
我
を
護
り
た
ま
へ
る
日
の
ご
と



　
く
な
ら
ま
ほ
し
し
と
云
い
（
二
十
九
輩
二
）
晋
葉
を
尽
く
し
て
、
不
幸
の
ほ
ど
と
悲
嘆
を
訴
え
、
無
情
な
エ
ホ
バ
の
許
し
を
得
ん
こ
と
を
愁

訴
す
る
。

　
そ
れ
に
薄
し
て
エ
ホ
バ
は
厳
し
く
ヨ
ブ
を
叱
り
付
け
る
。
ヨ
ブ
も
直
ち
に
そ
の
軽
率
な
過
言
を
悔
い
て
、
ひ
た
す
ら
エ
ホ
バ
の
寛
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ

願
う
。
幸
に
エ
ホ
バ
が
そ
の
願
い
を
容
れ
て
、
　
「
ヨ
ブ
の
批
難
を
と
き
て
旧
に
復
し
し
か
し
て
エ
ホ
バ
つ
ひ
に
ヨ
ブ
の
所
有
物
を
二
倍
に

・
増
し
給
へ
り
」
と
あ
る
。
（
四
十
二
章
十
、
十
一
）

　
災
害
の
苦
悩
の
激
し
さ
が
信
仰
の
あ
つ
い
ヨ
ブ
に
さ
え
、
悲
痛
な
衷
訴
を
敢
て
せ
し
め
た
が
、
そ
の
災
害
に
よ
り
ヨ
ブ
が
エ
ホ
バ
を
畏

敬
す
る
心
は
毫
も
動
揺
し
な
か
っ
た
。
ヨ
ブ
に
と
っ
て
は
エ
ホ
バ
は
そ
の
全
能
の
力
に
よ
っ
て
、
何
事
も
為
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
神
で
あ

　
つ
た
。
与
え
る
神
で
あ
る
と
と
も
に
奪
う
神
で
も
あ
っ
た
。
い
か
な
る
不
幸
が
与
え
ら
れ
て
も
、
ヨ
ブ
が
エ
ホ
バ
を
儒
ず
る
心
は
動
か
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
真
の
信
仰
で
あ
っ
た
。

　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
告
白
」
の
中
で
、
母
の
死
を
語
り
、
異
郷
で
の
臨
終
か
ら
埋
葬
ま
で
の
深
い
悲
し
み
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
を

神
に
祈
っ
た
が
つ
い
に
そ
の
祈
り
が
聴
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
深
い
神
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
第
九
巻
第
十

二
章
○
冨
じ
づ
集
窪
ロ
3
誘
Φ
－
殉
①
o
一
節
簿
ω
・
旨
戯
）
こ
こ
に
も
真
の
信
仰
が
あ
っ
た
。

　
神
を
僑
ず
る
心
か
ら
見
れ
ば
、
神
を
信
じ
な
い
人
も
、
路
傍
の
石
も
、
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
悉
く
神
意
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を

与
え
ら
れ
、
そ
の
生
命
を
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
か
の
理
由
に
よ
っ
て
心
が
偏
し
、
神
を
儒
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
入
か

ら
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
単
な
る
空
想
と
し
か
取
ら
れ
な
い
で
も
あ
ろ
う
。
盲
人
の
目
が
光
を
感
じ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
神
は

ど
こ
に
い
る
の
か
と
彼
が
問
う
で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
と
は
空
間
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
神
は
ど
こ
に
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
空
間
の
う
ち

　
に
、
空
間
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
空
間
は
神
が
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

765

宗
教
と
美
術
は
古
来
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
付
い
て
発
達
し
た
。

　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
…
蹟
が
語
る
も
の

そ
れ
は
宗
教
史
の
、

ま
た
美
術
史
の
明
白
な
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

し
か
し
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こ
の
事
実
は
、
手
軽
に
考
え
る
と
或
は
そ
う
も
見
え
る
よ
う
に
、
美
術
が
宗
教
に
よ
っ
て
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
宗

教
が
美
術
に
よ
っ
て
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
宗
教
の
歴
塑
を
形
成
し
た
も
の
は
、
人
間
の
出
爪
教
心
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
宗
教
心
が
美
術
と
結
び
付
い
た
こ
と
に
は
、

も
と
よ
り
何
か
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
．
、

　
神
を
儒
ず
る
人
間
は
、
半
面
に
お
い
て
は
心
で
あ
り
、
半
面
に
お
い
て
は
身
体
で
あ
る
。
こ
の
人
閣
の
心
は
さ
ま
ざ
ま
に
生
き
、
そ
の

一
面
の
生
き
方
と
し
て
、
信
仰
の
主
体
と
な
る
。
同
聴
に
人
問
の
身
体
が
色
と
形
の
統
一
と
し
て
、
霞
の
対
象
と
な
る
。
神
を
儒
ず
る
人

間
が
－
二
千
年
の
昔
に
は
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
た
ち
の
姿
を
ま
の
あ
た
り
に
見
た
の
み
で
な
く
　
　
想
像
の
臼
に
よ
っ
て
神
、
聖
者
た
ち

の
姿
を
さ
ま
ざ
ま
の
形
象
と
し
て
見
出
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
種
々
の
事
蹟
を
、
そ
こ
に
い
る
人
の
姿
と
動
き
と
表
情
と
、
そ
の
背
景
の

光
景
と
し
て
見
出
し
た
。
当
然
こ
こ
に
一
つ
の
問
い
が
我
々
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
神
を
信
ず
る
心
そ
の
も
の
が
、
神
の
姿
と
種
々
の
事

蹟
の
光
景
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
「
画
家
の
闘
」
が
、
絵
画
の
世
界
に
新
し
い
色
と
形
の
統
一
を
発
見
し
た
と
さ
き
に
云
っ
た
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
冠

と
し
て
視
覚
が
は
た
ら
い
た
の
で
あ
る
。
世
界
に
成
立
す
る
無
限
の
色
と
形
を
産
出
す
る
根
源
が
視
覚
で
あ
っ
た
。
他
の
何
も
の
も
そ
の

根
源
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
神
を
信
ず
る
心
が
直
ち
に
色
と
形
を
産
出
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
視
覚
の
ほ
か
に
視
覚
が
予
想

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
絵
画
の
根
源
の
ほ
か
に
絵
画
の
根
源
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
視
覚
が
世
界
の
色
と
形
を
産
出
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
方
法
に
よ
る
の
か
と
間
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
産
幽
と
は
一
つ

の
作
用
で
は
な
い
か
。
産
出
す
る
も
の
は
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
そ
れ
を
区
別
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い

か
え
る
と
、
何
も
の
か
作
用
に
瀦
わ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
用
が
産
出
す
る
た
め
に
必
要
な
質
料
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
視
覚
は
単
に
そ
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
開
い
は
お
そ
ら
く
、
視
覚
以
外
の
も
の
を
、
即
ち
何
か
の
物
質
を
予
想
し
、
視
覚
が
そ
れ
に
加
工
し
て
、
色
と
形
が
成
立
す
る
も
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の
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
な
物
質
が
前
も
っ
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
視
覚
の
作
用
の
た
め
に
何
を
ど
う
寄
与

す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
色
と
形
の
成
立
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
視
覚
の
ほ
か
に
色
と
形
へ

の
可
能
性
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
有
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
視
覚
以
前
に
視
覚
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

視
覚
の
作
用
は
根
源
的
に
質
料
を
予
想
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
視
覚
の
産
娼
す
る
色
と
形
が
、
そ
れ
だ
げ
で
宙
に
浮
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
何
か
の
「
も
の
」
が
も
つ
色
と
形

で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
は
「
物
体
」
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
形
成
す
る
「
物
質
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
種
々
の
属
性
が
あ
る
。
属

性
は
無
限
で
あ
る
。
色
と
形
も
一
つ
の
も
の
の
一
面
と
し
て
、
　
「
無
限
の
属
性
」
を
も
つ
も
の
を
背
後
に
負
う
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

味
も
香
も
手
ざ
わ
り
も
み
な
同
様
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
は
そ
れ
ら
の
属
性
を
わ
が
も
の
と
し
て
統
一
す
る
無
限
の
背
景
で
あ
る
。

　
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
等
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
主
体
性
に
よ
り
、
種
々
の
知
覚
の
世
界
が
成
立
す
る
。

い
か
に
多
く
の
知
覚
が
一
つ
の
も
の
の
一
面
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る
に
し
て
も
、
色
と
形
は
視
覚
が
産
幽
す
る
ほ
か
は
な
い
。
他
の
何

も
の
も
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
に
視
覚
は
色
と
形
よ
り
ほ
か
の
何
も
の
も
産
出
す
る
こ
と
は
で
き
い
。
す
べ
て
互
に
無
関
係
で

あ
る
。
一
つ
の
も
の
の
一
つ
の
属
性
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
＝
つ
の
も
の
偏
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
、
郡
ち
そ

れ
を
根
源
的
に
産
出
す
る
も
の
が
、
そ
の
も
の
の
も
つ
無
限
の
属
性
を
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
一
つ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
物
質
か
ら
成
立
し
て
い
る
に
は
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
色
と
形
の
「
内
篇
に
は
存
在
し
な
い
。
根
源
的
に

「
外
」
に
存
在
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
視
覚
の
世
界
は
無
限
の
平
面
で
あ
る
。
無
限
の
も
の
を
収
め
得
る
平
面
で
あ
る
。

　
色
が
産
出
せ
ら
れ
る
と
は
、
人
間
に
と
り
、
目
に
色
が
意
識
せ
ら
れ
る
と
う
い
こ
と
で
あ
る
。
色
と
形
が
物
質
を
も
つ
か
否
か
を
思
う

こ
と
は
、
視
覚
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
へ
転
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
視
覚
の
世
界
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。

　
視
覚
の
根
源
的
な
働
き
方
も
し
く
は
意
味
が
、
他
の
意
味
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
以
上
、
当
然
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
区
別
し
成
立
せ
し

め
る
も
の
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
意
味
の
ど
れ
か
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
意
味
は
そ

　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
ー
3
イ
コ
の
事
韓
鍛
が
語
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
一
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の
意
味
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
他
の
意
味
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
そ
れ
ら
の
意
味
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
れ

　
　
自
身
い
か
な
る
意
味
で
も
な
い
、
無
限
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
神
で
さ
え
も
な
い
、
よ
り
深
い
予
想
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。

　
　
　
神
の
背
後
に
な
お
よ
り
深
い
或
も
の
が
あ
る
の
か
、
神
こ
そ
世
界
の
根
源
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
に
は
妾
ら
な

　
　
い
。
宗
教
の
立
場
に
立
て
ば
、
神
は
疑
い
も
な
く
世
界
の
根
源
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
の
立
場
は
人
間
の
一
つ
の
在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
だ
け
が
人
聞
の
立
場
で
は
な
い
。
学
問
の
立
場
も
芸
術
の
立
場
も
、
そ
の
ほ
か
の
多
く
の
立
場
も
人
問
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

　
　
の
立
場
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
根
源
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
う
で
は
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
は
そ
れ
ら
の
種
々
の
立
場
と
同
列
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
超

　
　
え
た
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
宗
教
の
世
界
が
現
れ
る
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
一
つ
の
立
場
が
一
つ
の
立
場
と
同
列

　
　
に
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
立
場
を
産
出
す
る
も
の
だ
け
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
哲
学
の
立

　
　
場
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
宗
教
の
根
源
を
な
す
神
か
ら
も
区
別
せ
ら
れ
て
、
よ
り
深
く
空
も
し
く
は
無
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
厳

　
　
し
く
云
え
ば
、
そ
れ
は
空
と
さ
え
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
で
あ
る
。
名
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
根
源
を
表
わ
す
た
め
に
、
暫
く
無
も
し
く

　
　
は
窒
の
名
が
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
深
く
世
界
の
根
源
が
捉
え
ら
れ
て
も
、
哲
学
の
知
識
は
祈
る
心
で
は
な
い
。
祈
る
心
の

　
　
動
か
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
神
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
心
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
あ
す
は
ま
た
彼
も
願
く
は

　
　
神
に
祈
る
で
あ
ろ
う
。

　
古
い
カ
タ
コ
ム
ベ
の
壁
懸
家
を
は
じ
め
、
文
芸
復
興
期
の
大
恩
家
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
神
、
キ
リ
ス
ト
、
聖
徒
た
ち
の
姿
を
爾
い
て

い
る
。
多
く
は
教
会
な
ど
の
依
頼
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
宗
教
画
が
画
か
れ
た
最
深
の
理
由
は
、
人
間
が
目
を
与
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
入
間
と
い
う
も
の
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
あ
と
か
ら
肉
眼
が
附
与
せ
ら
れ
た
と
云
う
の
で

は
な
い
。
見
る
と
い
う
意
味
が
人
間
の
饅
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
人
為
の
一
面
を
組
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
に



　
色
と
形
の
世
界
が
成
立
し
た
。
見
ら
れ
る
も
の
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
1
勝
手
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
i
－
根
源
的

　
な
在
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
在
り
方
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
も
の
を
亙
る
こ
と
へ
の
一
つ
の
態
度
が
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の

　
立
場
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
見
る
こ
と
の
最
初
で
あ
る
。
　
「
一
つ
の
立
場
か
ら
」
目
前
に
展
開
す
る
色
と
形
の
世
界
を
見
る
こ
と

　
　
が
、
　
「
絵
画
」
の
立
場
で
あ
る
。
絵
画
と
い
う
も
の
を
勝
手
に
制
定
し
、
自
然
の
対
象
を
不
満
を
し
の
ん
で
平
面
に
写
す
こ
と
を
強
制
す

　
　
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
立
場
か
ら
世
界
を
見
る
時
に
、
根
源
的
に
成
立
す
る
も
の
を
絵
画
の
世
界
と
云
う
の
で
あ
る
。
一
つ
の
立
場
か

　
　
ら
も
の
を
見
る
と
、
高
さ
と
幅
の
二
つ
の
方
向
だ
け
が
、
直
接
な
知
覚
の
対
象
と
な
る
。
空
間
は
王
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
つ

　
　
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
奥
行
の
方
向
は
知
覚
せ
ら
れ
な
い
。
高
さ
と
懸
の
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
知
覚
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
奥
行
と
し

　
　
て
諒
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
一
つ
の
立
場
の
前
に
は
、
世
界
は
高
さ
と
幅
だ
け
の
、
即
ち
平
面
の
世
界
で
あ
る
。
絵
画
が
紙
、
絹

　
　
画
布
な
ど
の
平
面
に
画
か
れ
る
の
は
、
こ
の
根
源
的
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
視
覚
の
、
一
つ
の
立
場
か
ら
見
る
こ
と
と
し
て

　
　
成
立
す
る
、
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
原
始
人
が
暗
い
洞
穴
の
中
で
画
き
は
じ
め
て
以
来
、
こ
の
視
覚
構
造
が
絵
画
と
呼
び
間
わ
さ
れ
た
の

　
　
で
あ
る
。
一
つ
の
立
場
が
在
る
こ
と
は
、
無
限
の
立
場
が
在
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
そ
こ
に
彫
刻
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
絵
画
の
論
理
は
絵
画
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
、
絵
画
の
歴
史
を
創
造
す
る
。
絵
画
の
歴
史
と
は
、
絵
画
の
新
し
い
形
態
が
蒋
を
追
う

　
　
て
製
作
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
画
家
が
園
を
開
い
て
自
然
を
発
見
し
、
そ
れ
が
自
と
手
の
一
致
す
る
作
業
と
し
て
、
絵
具
と
圃
布
に
進

　
　
製
し
、
或
る
色
と
形
の
統
一
が
新
た
に
成
立
す
る
。
そ
れ
が
心
身
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
の
何
も
の
も
絵
蕨
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
色
と
形
の
統
一
は
、
根
源
的
に
そ
れ
に
固
有
の
精
神
も
し
く
は
生
命
を
、
即
ち
美
を
も
っ
て
い
る
。
絵
画
と
絵
画
の
も
つ
美
と
は
離
す

　
　
こ
と
の
で
き
な
い
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
離
れ
て
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
画
家
が
製
作
し
た
も
の
は
一
枚
の
絵
画
と
し
て
の
実

　
　
在
で
あ
る
。
一
つ
の
新
し
い
世
界
で
あ
る
。
美
は
そ
れ
に
伴
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
画
家
が
製
作
し
た
も
の
は
絵
画
そ
の
も
の
で
あ

　
　
る
。
見
る
人
の
感
情
を
製
作
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
感
情
は
そ
の
絵
が
呼
び
起
こ
す
。
そ
の
絵
に
伴
っ
て
生
ず
る
。
即
ち
懸
家
が
産
出
し
た
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
絵
が
見
る
人
の
或
る
感
情
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
は
、
も
と
よ
り
画
家
も
予
想
し
た
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
感
悟
で
あ

る
か
は
、
お
そ
ら
く
彼
は
一
当
然
で
あ
る
が
一
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
分
の
知
ら
な
い
絵
を
画
く
平
家
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
神
、
聖
者
た
ち
の
姿
と
と
も
に
、
国
書
の
事
蹟
が
嚥
か
れ
た
。
画
家
が
そ
れ
ら
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
書
は
も
と
よ
り

歴
史
の
教
科
書
で
は
な
い
。
聖
書
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
は
尽
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
儒
仰
が
充
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
落
書
を
読
む
こ
と
の
意
味
の
核
心
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
聖
書
の
知
識
を
画
家
が
も
っ
こ
と
も
ま
た
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
画
家
の
欝
に
よ
っ
て
、
墾
書
の
事
蹟
を

さ
ま
ざ
ま
に
想
像
し
、
そ
れ
を
磁
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
絵
が
1
人
が
云
う
で
あ
ろ
う
か
　
　
そ
の
色
と
形
を
も
っ
て
宗
教
の
事
蹟
を
表
わ
し
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
と
心
の
内
の
信
仰
が

結
び
付
き
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
宗
教
生
活
が
完
き
を
得
る
と
云
う
で
あ
ろ
う
か
。
神
を
信
じ
、
恩
寵
を
思
い
、
救
済
を
祈
る
心
は
、
確
実

に
宗
教
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
の
精
神
生
活
が
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
に
結
び
付
け
ら
れ
、
積
み
重
ね
ら
れ
る
に
し
て
も
、
宗
教
生
活

は
そ
れ
に
よ
り
何
を
加
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
余
計
な
雑
念
が
加
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
宗
教
生
活
が
そ
の
た
め
に
充
実
す
る
こ

と
も
、
完
成
す
る
こ
と
も
、
根
源
的
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
或
は
爾
家
が
神
を
信
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
神
の
姿
や
奇
蹟
の
光
景
を
画
く
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
は
原
籍
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
人
爵
は
神
の
姿
を
想
像
し
た
後
に
、
は
じ
め
て
儒
仰
を
得
る
の
で
は
な
い
。
想
像
す
る
時
は
す
で
に
信
仰
を
得
た
後
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
神
の
実
在
を
思
う
と
と
も
に
、
ほ
の
か
に
神
の
姿
を
思
い
浮
べ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
神
を
早
く
態
度
へ
は
千
里
の
距
離

が
あ
る
。
単
に
朦
朧
た
る
表
象
を
思
い
浮
べ
る
状
態
か
ら
、
そ
れ
を
画
こ
う
と
す
る
新
し
い
態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
儒
仰
と
は
全
く
劉
の
態
度
で
あ
る
。
絵
画
の
世
界
へ
移
る
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
は
目
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
薩
か
れ
る
。
信
仰
は
心
の

内
へ
向
う
。
儒
仰
を
画
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。



　
　
　
絵
画
の
画
き
得
る
も
の
は
、
一
つ
の
も
の
の
色
と
形
に
限
ら
れ
て
い
る
。
現
象
の
み
が
曾
爾
の
対
象
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
人
が
絵
醐
が

　
　
現
象
の
「
芳
し
に
、
も
し
く
は
「
背
後
し
に
在
る
も
の
を
画
き
得
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
が
有
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
絵
画
に
画
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
色
と
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
象
で
は
な
い
か
。
現
象
の
奥
と
か
背
後

　
　
と
か
に
在
る
も
の
と
云
う
の
は
、
現
象
で
は
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
現
象
に
な
る
の
で
あ
る
か
、
自
然

　
　
の
対
象
の
細
部
か
ら
何
か
を
捨
て
て
、
現
象
の
奥
に
あ
る
も
の
を
得
た
と
考
え
る
の
は
妄
想
で
あ
る
。

　
　
　
現
象
の
奥
も
し
く
は
背
後
に
在
る
も
の
と
は
、
そ
の
現
象
を
成
立
せ
し
め
る
論
理
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
知
識
に
よ
っ
て
考
え

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
見
え
な
い
も
の
を
画
き
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
絵
画
の
或
も
の
が
「
宗
教
画
〕
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
神
、
仏
菩
薩
の
よ
う
な
宗
教
酌
存
在
も
し
く
は
聖
書
、
節
劇
な
ど
に
語
ら

　
　
れ
る
宗
教
的
事
蹟
が
画
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
或
は
人
が
考
え
る
よ
う
に
、
宗
教
感
情

　
　
と
い
う
よ
う
な
、
画
き
得
な
い
も
の
を
顧
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
絵
画
は
視
覚
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
絵
爾
の
世
界
に
は
色
と
形
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
色
と
形
を
見
る
こ
と
は
神
を
信
ず
る
こ

　
　
と
で
は
な
い
。
信
仰
の
な
い
と
こ
ろ
に
宗
教
は
な
い
。
宗
教
感
興
は
信
仰
の
単
な
る
増
勢
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
儒
仰
の
な
い
と
こ
ろ
に
そ

　
　
の
よ
う
な
感
情
が
霞
の
よ
う
に
宙
に
浮
び
得
る
も
の
で
は
な
い
。
風
景
画
そ
の
他
の
非
宗
教
画
が
、
宗
教
感
情
を
呼
び
起
こ
し
得
る
と
考

　
　
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
風
景
と
い
え
ど
も
、
一
本
の
木
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
と
お
し
て
宗
教
感
情
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
場
合
は
あ
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
原
始
入
ら
が
種
々
の
肖
然
物
も
し
く
は
膚
然
現
象
に
畏
れ
を
抱
き
、
そ
れ
を
礼
拝
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
綴
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
そ
の
畏
れ
と
そ
れ
に
本
つ
く
礼
拝
は
、
彼
ら
が
鉢
前
に
見
た
隠
然
物
も
し
く
は
自
然
現
象
に
対
す
る
畏
れ
で
は
な
く
、
そ
れ
を

　
　
と
お
し
て
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
彼
ら
が
想
像
し
た
慮
然
力
も
し
く
は
紳
の
観
念
の
畏
れ
で
あ
っ
た
。
今
臼
と
い
え
ど
も
、
も
し
一
本
の
巨

　
　
木
が
突
然
台
風
に
倒
さ
れ
る
光
景
を
空
想
し
、
そ
の
災
害
が
自
分
に
及
ぶ
こ
と
を
空
想
し
、
恐
怖
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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7
　
し
か
し
そ
の
恐
怖
は
、
鷹
木
そ
の
も
の
に
見
ら
れ
た
も
の
と
は
、
別
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
匿
木
の
色
と
形
に
彫
る
崇
高
美
を
見
る

　
　
こ
と
と
、
そ
れ
を
と
お
し
て
怖
ろ
し
い
暴
力
を
想
像
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。

　
美
術
と
宗
教
の
意
味
の
相
違
が
、
根
源
的
に
美
術
の
製
作
と
神
の
儒
仰
と
の
相
違
を
規
定
す
る
。
美
術
は
作
品
の
製
作
、
観
照
と
し
て

存
在
す
る
。
宗
教
は
神
の
実
在
を
儒
じ
、
そ
の
恩
寵
を
祈
る
心
に
存
在
す
る
。
神
の
実
在
を
信
ず
る
こ
と
と
、
そ
の
恩
寵
を
祈
る
心
が
別

別
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
神
を
儒
ず
る
心
は
直
ち
に
そ
の
恩
寵
を
得
る
心
で
あ
る
。
祈
る
心
を
も
つ
こ
と
は
直
ち
に
神
の
聴
許
を
受

け
た
こ
と
で
あ
る
。
神
の
実
在
を
信
ず
る
こ
と
は
、
無
縁
な
他
人
の
存
在
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
の
存
在
を
与
え
た
も
の
を
信
ず

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
神
を
信
頼
し
そ
の
恩
寵
を
思
わ
な
い
心
が
在
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
心
こ
そ
神
へ
の
祈
り
で
あ
る
。
そ
の
祈
る
心

を
も
ち
得
た
こ
と
が
、
即
ち
神
の
恩
寵
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
真
実
の
祈
り
は
、
神
に
向
っ
て
徒
ら
に
欲
望
の
満
足
を
乞
う
こ
と
で
は
な

い
。
真
の
宗
教
の
世
界
に
は
、
そ
の
よ
う
な
祈
り
も
、
そ
れ
に
耳
を
か
す
神
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
祈
願
と
は
謝
恩
で
あ
る
。

　
薩
か
れ
た
神
は
純
粋
に
色
と
形
の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
根
源
的
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。
誰
か
が
勝

手
に
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
絵
画
の
論
理
が
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
絵
画
は
見
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
祈
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
立
ち

は
だ
か
っ
て
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
に
祈
り
、
薬
師
如
来
を
礼
拝
す
る
。
キ
リ
ス
ト
に
祈
る
の
は
そ
の
救
済
を
祈
る
の
で
あ
る
。
薬
師
如
来
の
慈
悲
を
祈
る
。
救

済
と
云
い
慈
悲
と
云
う
の
は
、
み
な
そ
の
心
も
し
く
は
主
体
性
の
功
徳
で
あ
る
。
単
な
る
姿
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
神
も
仏
菩
薩
も
、
人
間
の
前
に
立
つ
も
の
と
し
て
思
い
浮
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
像
を
前
に
し
て
人
が
脆
く
。
し
か
し
そ
の

時
そ
の
画
像
か
ら
何
か
の
恩
恵
が
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
た
め
に
膝
の
上
の
薬
壷
が
開
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
奇

蹟
は
永
久
に
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
神
を
儒
じ
、
神
に
祈
る
人
は
、
た
と
い
そ
の
画
像
の
前
に
立
ち
、
属
は
何
に
向
け
ら
れ
て
い

よ
う
と
も
、
彼
れ
の
心
は
、
画
家
と
は
全
く
劉
の
、
姿
を
超
え
た
、
形
な
き
も
の
に
祈
る
の
で
あ
る
。



　
　
視
覚
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
神
も
ま
た
－
信
ぜ
ら
れ
祈
ら
れ
る
神
を
云
う
の
で
あ
る
一
見
る
こ
と
は
で
き

　
　
な
い
。
ど
ち
ら
も
事
象
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
紺
象
の
背
後
に
予
想
せ
ら
れ
る
主
体
性
で
あ
る
。
宗
教
の
世
界

　
　
に
お
い
て
は
、
視
覚
も
神
の
愛
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
視
覚
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
が
神
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
神
は
～
切
の
根
源
で

　
　
あ
る
。
視
覚
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
主
体
性
で
は
な
い
。
美
術
は
視
覚
を
根
源
と
し
て
成
立
す
る
。
神
は
美
術
の
及
ば
な
い
遠
さ
か
ら
、
人

　
　
間
と
彼
れ
の
美
術
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
神
も
仏
菩
薩
も
無
数
に
藤
か
れ
た
。
多
く
の
傑
作
が
残
さ
れ
て
い
る
。
仏
を
信
じ
神
に
祈
る
人
聞
の
志
度

　
　
な
心
が
そ
れ
に
反
映
し
た
の
で
あ
る
と
嚢
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
の
根
源
と
し
て
の
神
も
仏
菩
薩
も
、
人
入
と
は
別
に
一
…
昔
の
画

　
　
家
が
画
い
た
よ
う
に
一
天
上
に
在
り
、
そ
こ
か
ら
遠
い
地
上
の
零
点
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
祈
る
、
即
ち
神
が
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
て

　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
祈
る
こ
と
即
ち
恩
寵
を
得
た
の
で
あ
る
。
「
儒
擁
に
よ
り
て
神
の
力
に
護
ら
れ
る
」
と
云
い
、
「
信
仰
の
極
、
す
な
は
ち

　
　
た
ま
し
ひ

　
　
霊
魂
の
救
ひ
を
幽
く
る
」
と
云
わ
れ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
（
ペ
テ
ロ
前
書
第
一
潭
、
五
、
九
）
多
く
の
宗
教
画
が
作
ら
れ
た
の
は
、
人
間
が

　
　
同
時
に
「
爾
の
人
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
宗
教
画
に
よ
っ
て
彼
は
減
勢
を
得
た
の
で
は
な
い
。
絵
画
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
か
れ
た
神
は
色
と
形
の
統
一
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
実
在
の
神
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
恩
籠
も
救
済
も
な
い
。
そ
れ
は
視
覚
が
産
出

　
　
し
た
色
と
形
に
尽
き
る
と
、
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
云
え
ば
、
或
は
人
が
云
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
心
の
動
き
は
複
雑
で
あ
る
。
論
理

　
　
が
展
開
す
る
よ
う
に
の
み
動
く
も
の
で
は
な
い
と
云
う
で
あ
ろ
う
か
。
悲
し
く
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
絵
画
は
見
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
美
術
館
の
名
画
を
前
に
し
て
、
ひ
そ
か
に
時
価
を
計
舞
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
そ
の
複
雑
な
心
の
動
き
が
、
論
理
の
語
る
真
実
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
遠
く
に
在
る
も
の
が
小
さ
く
見
え
る
「
線
の
遠

　
　
近
法
」
の
真
実
が
、
人
心
の
勝
手
な
動
き
の
た
め
に
、
近
く
に
在
る
も
の
よ
り
も
大
き
く
児
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
絵
爾
の
論
理
は
絵

　
　
画
の
存
在
の
根
源
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
恣
意
を
超
え
た
法
則
で
あ
る
。
何
も
の
が
そ
れ
を
妨
げ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
が
語
る
と

　
　
お
り
に
心
が
動
か
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
別
の
世
界
へ
向
っ
て
絵
画
の
世
界
を
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鷲　
　
　
　
　
　
フ
ラ
・
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ジ
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の
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7
　
画
か
れ
た
対
象
を
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、
種
々
の
内
容
を
耕
忙
し
、
附
会
し
、
絵
画
が
そ
れ
を
統
一
す
る
か
の
よ
う

　
　
に
誤
解
す
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ゆ
ル
ツ
ハ
ツ
ケ
ル
ア
ア
む
ヘ
リ

　
　
　
ド
イ
ツ
、
カ
ス
セ
ル
市
の
絵
画
館
に
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
「
伝
木
を
切
る
人
の
家
族
」
と
い
う
絵
が
あ
る
。
　
（
一
六
四
六
年
作
）
木
を

　
　
切
る
と
云
う
の
も
、
細
か
く
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
絵
の
入
物
は
ど
う
切
っ
て
い
る
の
か
よ
く
分
ら
な
い
。
前
屈
み
に
傭

　
　
い
て
、
肘
を
曲
げ
、
斧
の
柄
を
顔
前
へ
上
げ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
分
る
。
顔
も
手
も
全
身
の
細
部
も
、
よ
く
見
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
暗
が

　
　
深
い
の
で
あ
る
。
夕
暮
の
時
刻
で
あ
ろ
う
か
、
向
う
に
竪
横
の
格
子
を
は
め
た
高
い
窓
が
、
床
か
ら
す
ぐ
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
微
か

　
　
な
明
る
さ
が
、
柱
か
壁
ら
し
い
影
絵
と
ほ
の
か
な
床
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
手
前
か
ら
左
へ
、
少
し
高
く
な
る
部
屋
が
続
く
。
同
じ
よ
う

　
　
に
暗
い
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
不
思
議
な
光
が
あ
っ
て
、
頭
巾
を
凝
る
母
親
が
跣
足
で
椅
子
に
掛
け
、
顔
を
伏
せ
て
子
供
を
抱
い
て
い
る

　
　
の
が
見
え
る
。
赤
い
着
物
を
き
た
幼
児
が
小
さ
い
跣
足
の
膝
を
屈
め
、
母
親
の
頸
に
手
を
掛
け
て
、
小
さ
い
顔
を
上
げ
て
い
る
。
母
親
の

　
　
頭
巾
と
椅
子
の
上
と
、
傍
ら
の
揺
藍
だ
け
が
、
深
い
暗
の
中
に
明
る
く
見
え
る
。
光
が
上
か
ら
落
ち
る
の
で
あ
る
。
母
親
の
前
の
床
に
焚

　
　
火
が
小
さ
く
燃
え
て
、
そ
こ
に
隙
る
小
猫
と
小
鉢
を
照
し
て
い
る
が
、
室
内
の
明
る
さ
は
そ
の
光
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
天
窓
を
と
お
す

　
　
か
の
よ
う
に
上
か
ら
落
ち
る
光
が
照
す
の
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
来
る
か
分
ら
な
い
。

　
　
　
見
る
と
、
傭
い
て
い
る
母
親
の
顔
に
は
、
深
い
悲
し
み
の
影
が
見
え
る
。
こ
の
悲
し
み
の
色
は
誰
に
も
見
落
し
よ
う
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
幼
児
の
顔
も
陰
欝
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
絵
の
周
辺
に
は
、
現
実
の
額
縁
の
中
に
ま
た
額
縁
を
画
き
、
そ
の
前
に
掛
か
る
維
を
幽
く
珍
し
い
構
想
を
見
る
が
、
そ
れ
は
省
略

　
　
す
る
。
こ
の
絵
に
は
画
か
れ
た
光
景
を
そ
の
ま
ま
表
わ
す
よ
う
な
題
が
附
け
ら
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
幼
時
、
聖
母
、
ヨ
セ

　
　
ブ
の
「
聖
家
族
」
を
爾
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
　
母
親
も
幼
児
も
、
室
内
の
状
況
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
民
家
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
聖
書
の

　
語
る
事
実
に
は
一
致
し
な
い
が
、
そ
う
い
う
網
違
は
す
で
に
イ
タ
リ
ア
の
先
人
た
ち
に
も
少
く
な
い
よ
う
に
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
に
も
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し
ば
し
ば
見
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
し
こ
の
絵
を
新
約
聖
書
の
知
識
を
予
想
せ
ず
に
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
を
画
く
作
品
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
聖
書
の
知
識
も
キ
リ
ス
ト
教
の
儒
仰
も
も
つ
人
が
見
て
、
彼
れ
の
信
仰
は
何
か
を
加
え
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
爾
か

れ
て
い
る
宗
教
的
意
味
は
、
み
な
彼
が
知
っ
て
い
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
た
だ
一
つ
、
お
そ
ら
く
彼
を
動
か
す
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
こ
の
絵
に
画
か
れ
て
い
る
。
そ
の
母
親
の
顔
に
あ
る
深
い
悲
し
み

で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
潔
い
に
対
す
る
、
明
確
な
動
か
な
い
よ
う
な
答
え
は
私
に
は
な
い
。
た
だ
一
つ
あ
る
推
測
は
、

や
が
て
来
る
わ
が
子
の
運
命
が
、
母
親
の
胸
に
予
感
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
確
実
で
は
な
い
が
、

或
は
人
々
の
岡
意
を
得
る
の
で
は
な
い
か
。
ベ
ル
リ
ン
の
国
立
美
術
館
に
あ
る
マ
ン
テ
エ
ニ
ァ
の
「
マ
リ
ア
と
幼
児
」
に
も
、
若
い
聖
母

の
顔
に
こ
の
憂
欝
が
見
え
る
。
マ
ン
テ
エ
ニ
ァ
の
警
母
に
は
、
貴
族
の
よ
う
な
気
密
が
画
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
丸
で
違
っ
て
素
朴
を

き
わ
め
た
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
母
親
の
姿
と
表
情
の
深
い
憂
欝
は
、
入
間
の
心
の
深
戸
か
ら
感
動
せ
し
め
る
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
幼

児
に
も
そ
れ
が
見
え
る
。
繰
る
小
猫
も
、
室
内
の
賭
さ
も
、
不
思
議
な
明
る
さ
も
す
べ
て
が
一
致
し
て
深
い
精
神
の
交
響
曲
を
奏
し
て
い

る
。
絵
藤
の
世
界
が
「
聖
家
族
」
と
し
て
は
じ
め
て
発
見
し
得
た
一
形
態
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
は
別
の
、
絵
薗
の
新
し
い
世

界
で
あ
る
。

　
画
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
は
祈
ら
れ
る
神
で
は
な
い
。
し
か
し
見
ら
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
パ
オ
ロ
で
も
な
く
ペ
テ
ロ
で

も
な
い
。
そ
の
顔
立
も
姿
も
す
べ
て
た
だ
キ
リ
ス
ト
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
他
の
何
も
の
に
も
取
り
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
特
有
の
色

と
形
の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
国
有
の
精
神
も
し
く
は
美
が
懸
か
れ
た
の
で
あ
る
。
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
が
画
い
た
キ
リ
ス
ト
は
、
レ
ム
ブ
ラ

ン
ト
の
心
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
キ
リ
ス
ト
の
心
で
は
な
く
、
聖
書
を
と
お
し
て
今
日
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
の
心

で
も
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
イ
コ
の
事
蹟
が
語
る
も
の

一
九
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薗
家
が
自
然
を
画
き
つ
つ
、
そ
こ
に
は
神
の
愛
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
思
い
、
敬
震
な
態
度
で
そ
の
製
作
を
進
め
る
こ
と
も
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
絵
画
が
宗
教
と
結
び
付
い
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
自
然
が
神
意
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
思
う
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
画
家
は
そ
の
霞
然
で
は
な
い
。
自
然
が
受
け
て
い
る
恩
寵
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
は
た
だ
外
か
ら
そ
れ
を
推
測
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
傍
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
の
風
景
に
は
た
ら

く
神
の
愛
を
思
い
、
感
謝
に
み
ち
た
祈
り
を
捧
げ
る
で
も
あ
ろ
う
。
　
「
空
の
鳥
を
見
よ
、
播
か
ず
、
刈
ら
ず
、
倉
に
収
め
ず
。
然
る
に
汝

ら
の
天
の
父
は
、
こ
れ
を
養
ひ
た
ま
ふ
。
（
略
）
野
の
百
合
は
如
何
し
て
育
つ
か
を
思
へ
、
労
せ
ず
、
紡
が
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
我
な
ん
ぢ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ル
リ
ほ
ひ

ら
に
告
ぐ
、
栄
華
を
極
め
た
る
ソ
ロ
モ
ン
だ
に
、
そ
の
服
装
こ
の
花
の
一
つ
に
も
及
か
ざ
り
き
。
今
日
あ
り
て
開
日
、
炉
に
投
げ
入
れ
ら

る
る
野
の
草
を
も
、
神
は
か
く
装
ひ
給
へ
ば
、
ま
し
て
汝
ら
を
や
、
あ
あ
信
仰
う
す
き
者
よ
偏
と
キ
リ
ス
ト
も
説
い
た
。
（
マ
タ
イ
宏
第
六

章
）　

画
家
が
目
前
の
風
景
に
は
た
ら
く
神
の
愛
を
思
い
、
敬
度
の
思
い
を
新
た
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
彼
は
写
生
の
絵
筆
を
、
絵
具
箱
の

中
へ
置
い
て
い
た
。
少
く
と
も
彼
が
画
面
を
見
る
作
業
は
注
意
を
外
へ
取
ら
れ
て
い
た
。
彼
れ
の
写
生
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
そ

の
写
生
を
始
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
爾
家
と
し
て
で
あ
っ
た
。
絵
画
の
論
理
に
よ
っ
て
そ
の
自
然
を
写
し
、
作
贔
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
彼
は
そ
の
画
業
の
中
で
、
一
分
、
二
分
も
し
く
は
～
時
間
の
思
い
を
他
に
馳
せ
た
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
人
間
と
し
て
賀
す
べ
き

心
境
を
得
た
の
で
は
あ
る
。
た
だ
そ
の
間
彼
は
絵
画
の
製
作
を
怠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
画
家
」
の
在
り
方
、
即
ち
人
間
の
勢
家
と
し
て
の
存
在
は
、
絵
画
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
風
景
を
写
生
す
る
画
家
は
、
ひ
た
す
ら
そ
の

色
と
形
を
見
る
こ
と
、
画
く
こ
と
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
胸
中
の
動
き
は
そ
れ
に
何
も
の
も
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
画
か

れ
た
も
の
は
、
純
然
た
る
色
と
形
の
風
景
で
あ
る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
神
に
祈
る
借
仰
の
立
場
と
、
自
然
を
写
す
洋
帆
の
立
場
を
さ
ま
ざ
ま
に
往
復
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
心
の
自
然
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
多
忙
な
造
替
に
よ
り
、
侮
が
得
ら
れ
る
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
絵
を
見
る



人
は
根
源
的
に
絵
を
見
る
こ
と
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
不
服
で
あ
れ
ば
、
絵
の
前
を
去
る
べ
き
で
あ
る
。
画
く
入
は
画
く
こ

と
に
、
見
る
人
は
見
る
こ
と
に
専
心
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
絵
画
と
は
そ
う
い
う
属
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
一
軒
の
家
の
構
造
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
右
書
を
与
え
る
か
と
思
う
。
家
は
住
む
た
め
に
建
て
ら
れ
る
。
住
め
な
い
家
が

な
い
こ
と
は
、
読
め
な
い
文
字
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
鶏
的
を
達
す
る
た
め
に
、
家
は
柱
を
も
ち
、
屋
根
を
も
ち
、
壁
を
も
ち
、

床
を
も
っ
て
い
る
。
戸
口
と
窓
を
欠
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
種
々
の
部
分
を
統
一
し
て
は
じ
め
て
家
が
建
つ
。
そ
れ
を
構
成
す

る
も
の
は
、
木
材
、
土
、
瓦
、
石
。
す
べ
て
圃
体
で
あ
る
。
固
体
は
輪
郭
の
線
と
表
面
を
も
っ
て
い
る
。
根
源
的
に
そ
の
ど
ち
ら
に
も
精

神
、
生
命
即
ち
美
が
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
統
一
せ
ら
れ
て
、
そ
の
家
の
美
が
成
立
す
る
。
家
は
本
来
住
む
と
い
う
実
用
の
た
め
に
建

て
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
必
ず
一
そ
れ
と
は
関
係
の
な
い
、
し
か
し
必
ず
結
び
付
く
－
垂
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
結
合
は
根
源

的
で
あ
る
。

　
宗
教
画
が
こ
れ
に
似
る
。
宗
教
画
は
も
ち
ろ
ん
、
単
に
観
照
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
宗
教
を
弘
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
画
か
れ
た
。

そ
れ
を
手
段
と
し
て
教
義
の
諒
解
を
助
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
実
際
的
な
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
輿
的
の
た
め
に
画

か
れ
た
絵
画
が
、
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
傑
作
と
し
て
成
立
し
た
。
本
来
の
矯
的
と
は
別
の
、
し
か
し
隠
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
輿
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
絵
を
傑
作
と
し
て
観
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
絵
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
教

義
を
諒
解
す
る
こ
と
は
、
単
に
そ
の
絵
を
象
る
こ
と
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
意
味
を
、
知
識
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
諒
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
傑
作
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
の
た
め
に
は
、
何
も
の
も
撫
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
家
も
ま
た
人
聞
で
あ
る
。
人
閥
と
し
て
、
神
の
信
仰
を
も
つ
よ
う
に
、
彼
に
成
立
し
た
人
生
観
を
も
し
く
は
世
界
観
を
も
つ
で
も
あ

　
　
ろ
う
。
そ
の
人
生
観
が
彼
れ
の
絵
曙
に
何
か
の
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
爾
家
に
影
響
を
与
え
る
と
は
、
作
風
の
形
成
、
主
題
の
選

　
　
択
等
に
、
人
世
観
が
特
殊
な
力
を
潴
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

777　
　
　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
鰭
駅
が
語
る
・
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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オ
ラ
ン
ダ
の
十
九
世
紀
の
画
家
ヨ
セ
フ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
ス
（
一
八
一
西
－
一
九
一
一
年
）
が
オ
ラ
ン
ダ
の
漁
村
に
住
ん
で
、
　
そ
こ
の
漁
民

に
生
ず
る
生
活
の
悲
劇
を
爾
く
。
嵐
の
夜
の
海
か
ら
遂
に
帰
ら
な
い
漁
舟
を
待
ち
明
か
し
た
母
、
妻
、
幼
児
の
絶
望
の
朝
を
画
く
。
若
い

逞
し
い
漁
夫
が
愛
児
の
一
人
を
抱
き
、
～
人
の
手
を
引
い
て
妻
の
墓
へ
詣
る
途
中
を
画
く
。
ま
た
村
の
衝
立
婦
の
一
人
が
死
ん
で
、
残
さ

れ
た
～
人
の
孤
独
を
幸
く
。
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
、
漁
村
に
集
ま
る
悲
哀
が
く
り
か
え
し
て
画
か
れ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
ス
に
は
こ
の
よ
う
な

人
生
の
嘆
き
に
深
く
結
び
付
く
入
生
観
が
形
成
せ
ら
れ
、
心
を
み
た
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
、

彼
れ
の
絵
画
の
製
作
は
、
こ
の
よ
う
な
人
生
観
に
導
か
れ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
は
一
日
、
妻
に
死
な
れ
た
老
人
が
孤
影
を
寂
然
と
椅
子
に
傾
け
て
、
頭
を
抱
え
て
属
ん
で
い
る
家
へ
行
き
合
わ
し
た
で
も
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
見
て
つ
く
づ
く
人
生
の
悲
哀
を
思
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
重
な
っ
て
、
憂
欝
な
人
生
観
を
も
つ
に
至
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自

然
な
結
果
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
隣
人
が
彼
を
訪
う
て
、
前
夜
の
海
の
悲
劇
を
告
げ
る
。
そ
れ
を
画
家
が
漠
然
と
放

心
し
て
聞
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
爾
家
の
想
像
の
目
が
そ
の
光
景
を
胸
中
の
画
布
に
画
き
つ
つ
聞
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
画

家
に
と
っ
て
は
、
言
葉
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
人
生
観
が
成
立
す
る
前
に
、
ま
ず
爾
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
世
観
が
成
立
し
た
か
ら
漁

村
の
悲
話
を
画
い
た
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
画
家
は
何
に
も
先
ん
じ
て
ま
ず
爾
家
で
あ
る
。
人
生
観
を
考
え
る
前
に
、
事
実
を
直
接

に
画
く
で
あ
ろ
う
。

　
手
軽
に
入
が
美
術
と
宗
教
を
混
同
す
る
の
で
は
な
い
か
。
美
術
が
美
術
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
は
、
そ
れ
を
他
の
も
の
か

ら
区
別
し
て
、
そ
の
存
在
を
保
証
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
も
ま
た
岡
部
で
あ
る
。
そ
れ
を
誰
か
が
勝
手
に
決
め
た
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
が
個
人
の
意
志
を
超
え
て
、
根
、
源
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ワ
イ
ス
バ
ッ
ハ
が
、
宗
教
的
価
値
が
美
的
価
値
に
変
わ
る
よ
う
な
美
術
が
ど
う
し
て
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ

て
説
明
し
な
い
と
い
う
意
味
を
述
べ
た
が
、
も
し
彼
が
進
ん
で
そ
の
説
明
を
試
み
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
ど
う
い
う
答
え
を
得
た
で
あ
ろ
う

か
。
宗
教
的
緬
値
も
、
美
術
的
価
値
も
、
人
間
が
勝
手
に
決
め
た
の
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
も
人
間
が
意
識
す
る
以
前
か
ら
、
そ
れ
に
圃
有



　
　
の
意
味
即
ち
根
源
的
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
経
験
と
し
て
現
れ
る
。
現
れ
る
と
は
、
そ
れ
を
現
実
に
す
る
人
間
の
特
殊

　
　
な
在
り
方
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
絵
画
を
作
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
う
ち
に
、
突
然
に
別
の
宗
教
的
体
験
に

　
　
意
味
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
空
を
飛
ぶ
問
に
鷺
が
突
然
鳥
に
変
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
信
じ
得
な

　
　
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
宗
教
的
生
活
は
永
久
に
宗
教
的
生
活
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
の
篤

　
　
い
人
が
、
暫
く
神
に
祈
る
状
況
か
ら
玄
っ
て
、
そ
の
他
の
生
活
形
態
に
入
る
こ
と
は
で
き
る
。
き
ょ
う
の
儲
け
を
計
算
す
る
こ
と
も
で
き

　
　
る
。
眠
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
生
活
形
態
が
変
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
儒
仰
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ア
ザ
ア
リ
の
美
術
家
伝
に
よ
る
と
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
は
、
祈
り
を
捧
げ
た
後
で
な
け
れ
ば
絵
筆
を
取
ら
ず
、
ま
た
一
度
仕

　
　
上
げ
た
絵
に
は
、
そ
れ
が
神
意
に
よ
る
も
の
と
信
じ
、
決
し
て
筆
を
加
え
ず
、
は
じ
め
の
ま
ま
に
残
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
（
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深
い
信
仰
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
信
仰
の
深
さ
と
、
こ
の
聖
僧
の
絵
と
は
ど
う
い
う
関
節
に
在
る
か
。
こ
の
敬
得
な
郷
家
が
仕
上

　
　
が
つ
た
絵
に
筆
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
一
つ
の
驚
異
と
し
て
ヴ
ア
ザ
ア
リ
が
語
っ
た
の
は
、
普
通
の
画
家
な
ら
轟
然
筆
を
加
え
た
に

　
　
違
い
な
い
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
る
と
、
そ
の
出
来
ぱ
え
が
画
家
の
気
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
画
家
と
し
て
は
不
満
な
結
果
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
神
意
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
た
め
に
、
直
そ
う
と
し
な

　
　
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
深
い
国
忌
に
よ
っ
て
も
、
画
家
と
し
て
の
不
満
は
消
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
が

　
　
こ
の
…
事
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
を
信
ず
る
心
と
絵
を
見
る
心
は
、
別
の
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
絵

　
　
を
画
く
こ
と
、
見
る
こ
と
、
神
を
信
ず
る
こ
と
が
、
別
の
起
原
を
も
つ
こ
と
の
動
か
な
い
証
拠
で
は
な
い
か
。
美
術
の
世
界
と
宗
教
の
世

　
　
界
の
間
に
は
、
渡
る
べ
か
ら
ざ
る
深
淵
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

797　
　
　
　
　
　
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
エ
リ
イ
コ
の
事
蹟
が
語
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
三
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The・z‘伽θげSZtch　a7・article　as　a」妙ears　i71　m・ア’e　than　one　7’llCMうεr｛ザ’痂5

maga2ine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

W爲seine廻P量sode　von　Fra　A狙gel玉co　a廷deu厩

　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Juz6　Ueda

　　Nach　VasarS　soll　Fra　Angelico　gar　nichts　an　seinem　einmal　hergestellten

Werke　zu　verbessern　gesucht　haben，　auch　wenn　es　ihn　nicht　zufriedenstellen

konnte；　weil　er　glaubte，　daB　das　Werlsc　durch　den　Willen　Gottes　zustande

gebracht　wurde．　1）iese　Episode　gibt　uns　eine　Andeutung　darauf，　daB　der

Ursprung　der　Kunstwerl〈e　vielmehr　andersgeartet　ist　als　der　der　Reiigion．

Die　Kunst　hat　sich　zwar　seit　langem　in　enger　Verbi’ndung　mit　der　Religion

entwickelt，　welche　Verbindung　jedoch　in　Wahrheit　ganz　tiuBerlich　geblieben　ist．

Zwischen　Kunst　und　Religion　klafft　ein　Abgrund，　der　nie　zu　tiberbrttcken

ist．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　La　Logi（lue　d，】巳mo｛：ion

一一k’iRte蚕ligence　e亡l　la　rるflexi・n　dans

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　la凹凸osophie　hergSO蹴ie勲e一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Yoshinori　lkebe

　　On　pense，　en　g6n6ral，　que　g，’est　1’intelligence　qui　connait　la　r6alit6，　mais

d’apres　Bergson，　1’intelligence　n’est　que　fausse　connaissance　qui　cherche　b

r6soudre　tous　problemes　par　．des　mots．　Ainsi，　la　logique　d’intelligence　est

une　science　des　mots　qui　taille　la　r6alit6　d6ja　complbte　en　？L6rog．

　　Au　contraire，　selon　Bergs．g．　n，　la　r6alit6　ne　peut　Gtre　connue　que　par

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1


