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表
象
の
破
綻
と
破
綻
の
表
象

ー

l

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
絵
画
を
見
る
眼
|
|
|

繁
美

稲
賀

問
題
設
定
と
そ
の
限
界

一
九
世
紀
西
欧
の
美
術
を
通
じ
て
、
絵
画
と
そ
れ
を
取
り
開
れば
語
と
の
関
係
は
大
き
く
変
貌
し
た
。
そ
の
流
れ
を
、
絵
画
に
お
け

る
表
象
(
『3
み
ω
g
E
-
g
)と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う

。

そ
れ
は
ま
ず
、
(
1
)「
絵
画
が
表
象
す
る
も
の
」
と
「
絵
画
に
よ
っ
て

表
象
さ
れ
る
も
の
」
と
が
両
者
不
可
分
に
癒
着
す
る
こ
と
で
成
t
し
て
い
た
伝
統
的
な
絵
画
が
徐
々
に
破
綻
を
き
た
し
て
ゆ
く
過
程
で

あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

(
2)
絵
画
と
そ
れ
を
記
述
す
る
言
語
と
の
一
対
一
の
完
壁
な
対
応
(
と
い
う
幻
想
)
が
ゆ
っ
く
り
と
崩
壊
し
て
ゆ

く
過
程
と
も
対
応
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、(
3
)絵
画
と
批
評

一パ
必
と
の
関
係
が
互
い
に
相
手
を
支
え
合
う
予
定
調
和
の
関
係
か
ら
互

い
に
相
手
と
蹴
師
を
き
た
し
て
ゆ
く
関
係
へ
と
変
貌
す
る
過
程
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
(
4
)絵
画
の
歴
史
を
記
述
す
る
言
語
そ
の
も
の

が
否
応
無
く
変
質
を
迫
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る

。

断
る
ま
で
も
な
く
、
右
の
よ
う
な
聞
い
の
立
て
方
そ
の
も
の
は
一
九
世
紀
当
時
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
構
造
主
義
言

「表象の破綻と破綻の表象－十九世紀フランス絵画を見る眼」 
（藤枝晃雄・谷川渥編）『芸術理論の現在-モダニズムから』東信堂、1999年4月、218-235頁



11 表象の磁綻と破綻の表象

語
学
を
応
用
す
る
こ
と
で
浮
上
し
て
き
た
。
と
同
時
に
、
逆
に
領
域
設
定
の
枠
組
み
を
聞
い
直
す
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
四
重
の
さ

ま
変
わ
り
と
は
、
絵
画
を
自
律
し
た
考
察
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
の
無
理
が
露
呈
し
て
ゆ
く
過
程
と
も
い
え
よ
う
。
ま
ず
、

(
1
)記
号
学
的
に
見
れ
ば
、
絵
画
に
よ
る
表
象
が
不
透
明
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
明
証
性
が
崩
れ
、
つ
い
で
、
(
2
)広
義
の
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
批
判
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
西
欧
美
術
に
お
け
る
絵
闘
の
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
占
め
る
求
心
的
な
位
置
が
問
題
視
さ
れ
、

さ
ら
に
は
、

(
3
)制
度
論
的
に
見
て
、
そ
も
そ
も
美
術
を
論
ず
る
際
に
(
あ
る
時
代
の
)
西
欧
社
会
の
芸
術
観
(
こ
れ
も
歴
史
的
産
物
で
あ
る
)

を
当
然
、
の
(
そ
し
て
超
歴
史
的
な
)
前
提
と
す
る
よ
う
な
議
論
の
土
台
そ
の
も
の
が
揺
る
が
さ
れ
、
最
後
に
、

(
4
)歴
史
記
述
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
問
い
直
し
が
芸
術
の
実
践
と
そ
れ
に
対
す
る
批
評
言
語
の
実
践
と
の
相
克
の
な
か
で
、
時
間
の
前
後
や
遡
及

を
伴
い
な
が
ら
も
、
徐
々
に
自
覚
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
も
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
見
取
り
図
を
念
頭
に
お
い
て
、
以
下
必
要
と
な
る
作
業
は
、
ま
ず
最
初
に
、(
l
)常
識
的
な
枠
組
み
を
批
判
的
に
整

理
し
直
し
、
一
般
の
読
者
に
対
す
る
導
入
を
は
か
り
、
つ
い
で
、(
2
)こ
う
し
た
伝
統
的
な
見
取
り
図
の
読
み
直
し
を
要
求
す
る
よ
う

に
な
っ
た
研
究
の
動
向
を
、
こ
こ
一
O
年
ほ
ど
の
研
究
史
の
要
約
を
兼
ね
て
呈
示
し
て
情
報
提
供
を
は
か
り
、
最
後
に
、(
3
)そ
の
延

長
上
で
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
指
針
と
な
り
う
る
問
題
点
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
章
で
は
紙
面
の
都
合

か
ら
さ
し
あ
た
り
こ
の
第
一
点
に
の
み
限
定
し
て
論
述
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
た
い
。

絵
画
と
言
語
の
関
係
を
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
整
理
す
る
作
業
は
、
そ
れ
自
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
前
提
を
内
在
さ
せ
て
い

る
。
ま
ず
、
〈1
)
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
l

ン
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文
学
と
絵
画
と
の
比
較
を
学
問
的
伝
統
と
す
る
文
化
に
特
有

の
問
題
設
定
が
あ
る
。
絵
画
を
空
間
的
、
文
学
を
時
間
的
な
も
の
と
す
る
こ
の
前
提
は
、
た
と
え
ば
日
本
の
絵
巻
物
芸
術
の
よ
う
に
時

間
的
経
過
を
取
り
こ
ん
だ
表
象
と
鑑
賞
過
程
を
前
に
す
れ
ば
、
も
は
や
有
効
と
は
い
え
な
く
な
る
。
次
に
、(
2
)こ
こ
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
新
古
典
派
、
ロ
マ
ン
派
、
写
実
派
、
印
象
派
、
象
徴
派
、
さ
ら
に
は
二
O
世
紀
初
頭
の
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
、
キ
ュ
ピ

219 
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ス
ム
と
い
っ
た
潮
流
の
名
称
そ
の
も
の
が
、
事
後
的
に
講
壇

美
学

に
よ
る
整
理
を
経
て
登
録
さ
れ
た
イ
ズ
ム
で
お
り
な
が
ら
、
歴
史
の

現
場
と
批
評
言
語
と
し
て
の
定
着
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
時
間
た
あ
る
い
は
空
白
に
潜
む
歪
み
や
振
れ
は
通
常
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
最

後
に
、
(
3
)こ
う
し
た
思
弁
的
な
整
理
は
、
西
欧
美
術
の
潮
流
と
い
う
個
別
的
な
対
象
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
美
学
的
、

な
い
し
芸
術
理
論
上
の
考
察
に
と
っ
て
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
さ
れ
る
当
然
に
し
て
絶
対
の
典
拠
で
あ
る
か
の
ご
と
く
取
り
扱
う
。
そ
の

た
め
、
逆
に
そ
う
し
た
選
択
に
よ
っ
て
西
欧
美
学
・
芸
術
理
論
研
究
の
枠
組
み
が
文
化
的
に
も
歴
史
的
に
も
窓
意
的
に
限
定
さ
れ
た
も

の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
か
え
っ
て
忘
却
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
盲
点
を
も
っ
。

以
上
、
あ
ま
り
に
当
た
り
前
過
ぎ
て
、
専
門
の
研
究
に
お
い
て
は
い
ま
さ
ら
顧
み
ら
れ
ず
論
外
に
捨
て
お
か
れ
る
前
提
に
、
必
要
最

低
限
の
一
瞥
を
加
え
た
。
以
下
そ
れ
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
た
土
俵
の
な
か
で
、
後
知
恵
の
合
理
化
と
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
物
語
ら
れ

て
い
る
共
通
理
解
の
教
科
書
的
枠
組
み
を
批
判
的
に
要
約
・
舷

北川
也
す
る(1〉
。

歴史の地平

新
古
典
派
の
表
象

ダ
ゲ
イ
ツ
ド

(
γ
Z
E
a
l
F
O
E
-
ω

ロ
ミ

E
-
コ
品
∞
l
】
∞N
m
)を
そ
の
首
領
と
す
る
新
古
典
派
の
絵
画
に
お
い
て
、
言
語
と
絵
画
と
の
あ
い
だ

に
は
緊
密
な
契
約
が
結
び
直
さ
れ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
主
題
、
鑑
賞
法
、
絵
画
の
技
法
の
三
点
に
跨
が
る
。
ま
ず
主
題
だ
が
、

絵
画
の
階
層
秩
序
の
な
か
で
最
高
位
と
み
な
さ
れ
た
歴
史
画
・
神
話
画
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
古
典
古
代
の
歴
史
や
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
l
マ
神
話
に
取
材
さ
れ
た
物
語
的
な
主
題
(

《
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
兄
弟
の
誓
い
》
一
七
八
五
年
の
サ
ロ
ン
、
ル1
ヴ
ル
美
術
館
な
ど
)
が
選
ば
れ

た
。
画
家
は
制
作
に
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
古
典
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
を
要
求
さ
れ
た
。
物
語
原
典
か
ら
の
逸
脱
は
、
そ
の
ま
ま
絵

画
の
欠
陥
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
第
二
に
鑑
賞
に
際
し
で
も
、
歴
史
考
証
の
条
件
を
満
た
し
た
絵
画
な
ら
、
し
か
る
べ
き
教
養
を
備
え
た
鑑
賞
者
に
は
完



壁
な
解
読
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
実
際
物
語
内
容
の
解
説
作
業
が
絵
画
鑑
賞
の
大
き
な
要
素
を
占
め
た
。
主
題
解
読
の
精
度
が
画
面

の
構
成
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
合
致
す
る
か
否
か
が
絵
画
と
し
て
の
効
果
を
左
右
し
た
。
登
場
人
物
の
多
か
れ
少
な
か
れ
芝
居
じ
み
た
感
情

表
現
が
鑑
賞
者
に
適
切
に
伝
達
さ
れ
る
か
否
か
は
、
画
面
に
配
置
さ
れ
た
人
物
の
視
線
の
交
差
や
擦
れ
違
い
、
手
振
り
、
身
振
り
の

コ
ー
ド
化
さ
れ
た
動
作
描
出
の
適
切
さ
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
人
物
に
明
暗
を
与
え
る
照
明
、
色
彩
の
演
出
と
、
人
物
の
配
置
、
画
面

全
体
の
布
置
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

第
三
に
こ
う
し
た
効
果
を
画
面
に
定
着
さ
せ
る
技
法
に
関
し
て
は
、
こ
の
流
派
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
定
式
化
さ
れ
た
、
透
視
図
法
、

解
剖
学
、
陰
影
法
に
則
っ
た
規
矩
が
、
厳
密
に
適
用
さ
れ
た
。
む
ろ
ん
習
得
す
べ
き
技
法
が
完
壁
な
ら
物
語
絵
画
と
し
て
も
必
ず
成
功

を
約
束
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
無
条
件
な
予
定
調
和
は
あ
り
え
ま
い
。
だ
が
成
功
作
と
は
主
題
と
技
法
と
の
両
者
が
競
合
し
て
鑑
賞
者
の

感
動
(
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
道
徳
的
な
確
信
す
ら
)
を
引
き
出
し
え
た
場
合
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
絵
画
と
言
語

と
の
調
和
は
以
上
三
つ
の
次
元
に
わ
た
っ
て
一
枚
岩
で
あ
り
、
矛
盾
な
く
透
明
な
(
つ
ま
り
異
な
る
次
元
の
あ
い
だ
で
流
通
が
阻
害
さ
れ
な

象
じ
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
す
る
価
値
観
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
不
透
明
な
障
害
は
す
な
わ
ち
絵
画
と
し
て
の
欠
陥
に
ほ

械
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
以
上
の
よ
う
な
要
約
は
、
新
古
典
派
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
後
官
立
展
覧
会
(
サ
ロ
ン
)
、
美

明
術
学
校
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
三
位
一
体
の
独
占
体
制
の
な
か
で
教
条
と
さ
れ
、
維
持
・
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、

蹴
歴
史
性
を
捨
象
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
面
が
あ
る

(
2〉
。

の象表

2 

ロ
マ
ン
派
の
表
象

221 

新
古
典
派
と
競
合
関
係
に
入
る
と
さ
れ
る
の
が
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
が
、
両
者
の
異
同
を
、
観
念
、
典
拠
、
手
段
の
三
点
に
つ
い
て

復
習
し
よ
う
。
ま
ず
観
念
に
関
し
て
い
え
ば
、
新
古
典
派
に
お
い
て
そ
れ
は
理
想
の
人
体
表
象
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
こ
こ
に
こ
そ
解
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剖
学
が
重
視
さ
れ
た
理
山
も
あ
る
が
、
裸
体
は
肉
塊
の
露
出
で
は
な
く
、
「
美
」
と
か
「
真
理
」
と
い
っ
た
観
念
の
顕
示
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
う
ち
に
こ
そ
、
そ
う
し
た
観
念
が
受
肉
さ
れ
る
か
ら
、
と
す
る
の
が
当
時
の
正
統

な
理
由
づ
け
で
あ
っ
た
。
井
戸
の
な
か
か
ら
鏡
を
か
ざ
し
た
裸
体
の
女
が
現
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
真
理
」
が
つ
い
に
姿
を
表
わ
し
た
こ

と
の
寓
輸
を
一
か
∞30
)と
な
る
。
そ
う
し
た
約
束
事
の
解
読
格
子
が
新
古
典
派
に
あ
っ
て
は
い
わ
ば
静
的
(
己
主
官
。
)
で
客
観
的
な
表
象

(
日
℃
芯ωg
z

ぎ
る
の
体
系
と
し
て
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

歴史の地平

ロ
マ
ン
派
に
あ
っ
て
は
、
観
念
・
想
念
は
芸
術
家
の
個
に
宿

る
い
わ
ば
お
告
げ
で
あ
り
天
啓
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
外
へ
と
主
観
的
に
表
現
な
さ
『
2
2
0
と
す
る
こ
と
が
芸
術
の
営
み
で
あ
る
と
定
式

化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
観
念
も
動
的
(
身E
ヨ
庁
)
な
性
格
を
帯
び
る
、
と
の
類
型
論
が
随
伴
し
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
差
は
第
二
に
典
拠
の
選
択
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
マ
ン
派
の
代
表
と
目
さ
れ
る
ウ
ジ
ェl
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ

s
a
g
-
)
巴
R
3

戸
コ
∞
∞
l
-
8
3の
場
合
、
そ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
大
理
石
に
凍
て
つ
い
た
古
典
で
は
な
く
、
現
実
の
オ

リ
エ
ン
ト
世
界
の
遊
牧
民
た
ち
の
生
活
に
熱
く
息
づ
く
古
典
を
見
出
し
、
古
典
古
代
以
前
の
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
(
《
サ
ル
ダ
ナ
パ
ロ
ス
王
の

最
期
》
一
人
二
七
年
、
ル1
ヴ
ル
美
術
館
)
や
当
時
時
事
問
題
と
な
っ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
独
立
戦
争
(
《キ
オ
ス
島
の
虐
殺
V
一
八
二
六
年
、
ル
l

ヴ

ル
美
術
館
)
、
さ
ら
に
ま
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
パ
イ
ロ
ン
、
ゲ
ー
テ
と
い
っ
た
、
古
典
的
題
材
の
範
鴎
を
逸
す
る
作
家
の
作
品
世
界
に

も
、
着
想
と
空
想
の
糧
を
求
め
る
態
度
で
あ
る
。
も
っ
と
も
新
古
典
派
で
も
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
彼
の
後
を
継
い
だ
グ
ロ
(
〉
己
O
E
O
-』g
ロ

?
2

・
コ
コ
ム
∞
ω
印
)
は
、
も
っ
ぱ
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
遠
征
を
古
典
古
代
に
匹
敵
す
る
現
代
の
歴
史
問
と
し
て
位
置
づ
け
る
公
式
画
家
の
重
責

を
担
っ
た
し
、
ま
た
ジ
ェ
リ
コ

l
(→
広
包

O
B
O
E
S

己
件
、
コ2
1
】
∞N
S
の
《
メ
ド
ゥl
サ
号
の
筏
》(
一
八
一
九
年
、
ルl
ヴ
ル
美
術
館
)
も
、

実
際
の
海
難
に
ま
つ
わ
る
政
治
事
件
に
取
材
し
て
、
こ
れ
を
劇
的
か
つ
記
念
碑
的
な
画
面
へ
と
打
華
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
典
拠
の
拡
大
と
刷
新
が
、
ま
た
表
象
手
段
の
変
更
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
第
三
に
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
の
神
話
の
世
界
を
題
材
に
と
っ
て
現
実
の
政
治
状
況
へ
の
指
針
と
な
る
道
徳
律
を
呈
示
す
る
態
度
(
た
と
え
ば
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の

《
サ
ヴ
ィ



一
l

の
女
た
ち
の
介
入
》(
図1

一
七
九
八
年
制
作
開
始
、
ルl
ヴ
ル
美
術
館
〉
を
古

代
に
託
し
て
テ
ル
ミ
ド
l

ル
反
動
後
の
和
解
を
希
求
す
る
戸
明
と
読
む
解
釈
な
ど
)
と

11 表象の破綻と破綻の表象

は
逆
に
、
《
キ
オ
ス
島
の
虐
殺
》
(
一
入
二
四
年
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
)
や
《
メ

ド
ゥ

l

サ
号
の
筏
》で
は
、
現
実
か
ら
取
材
さ
れ
た
同
時
代
の
出
来
事
が
画

面
の
上
に
永
遠
の
相
に
お
い
て
定
着
さ
れ
る
こ
と
で
、
政
治
的
・
人
類
史
的

な
意
義
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
絵
画
は
も
は
や
普
遍
を
表
象
す
る
手
段
で
は

な
い
。
い
ま
や
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
逆
転
し
て
、
個
別
を
表
現
す
る
こ
と
か
ら
出

発
し
て
普
遍
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
新
た
な
語
棄
は
た

ん
に
典
拠
の
拡
大
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
う
ち
に
閉
じ
て
い
た
文
法

体
系
の
殻
を
壊
し
て
、
未
知
の
文
法
体
系
の
到
来
を
要
請
す
る
火
種
と
も

な
っ
た
。

3 

写
実
派
の
表
象

223 

し
か
し
な
が
ら
新
古
典
派
に
も
ロ
マ
ン
主
義
に
も
共
通
し
て
、
画
家
は
描

く
行
為
を
通
し
て
見
え
ざ
る
理
念
に
「
か
た
ち
」
を
授
け
る
も
の
と
す
る
通
念

が
な
お
存
続
す
る
。
そ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
の
方
向
こ
そ
違
え
、
絵
画
は
あ

く
ま
で
見
え
ざ
る
ロ
ゴ
ス
へ
と
い
た
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
存
在
す
る
。
見

え
ざ
る
ロ
ゴ
ス
は
絵
画
な
く
し
て
は
視
覚
化
さ
れ
え
な
い
が
、
逆
に
そ
の
か

ジャック=ルイ・ダヴィッド《サヴィニーの女たちの介入)) 1799年図 1
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ぎ
り
で
造
形
的
要
素
は
(
そ
れ
な
く
し
て
は
顕
現
し
な
い
〉
言
語
的
要
泌
に
理
論
的
に
は

還
元
さ
れ
う
る
。
と
は
い
え
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
場
合
に
は
、
画
家
木
人
も
自

覚
し
、
ま

歴史の地平

た
ボ
l

ド
レ

l

ル
(
n
gュ
g

回
2

号
一
巳
耳
、
]
∞
ピl
白
吋
)
も
強
調
し
た
通
り
、
逸
話
以
前

に
目
に
止
ま
る
絵
の
具
の
色
彩
そ
れ
自
体
や
荒
々
し
い
筆
跡
そ
の
も
の
が
、
も
は
や

言
語
的
要
素
に
は
還
元
不
可
能
な
自
律
性
を
示
し
始
め
て
い
た

。

こ
う
し
た
物
語
言

語
か
ら
の
逸
脱
な
い
し
意
味
の
余
剰
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
な
ら
で
は
の
優
れ
て
逆
説
的

な
達
成
と
み
な
さ
れ
、
リ
ズ
ム
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
っ
た
音
楽
用
語

で
形
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
絵
画
の
物
語
言
語
か
ら
の
離
脱
は
、
統
く
写
実
主
義
以
降

で
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
る
べ
き
歴
史
的
課
題
、
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(3
Y

こ
の
文
脈
で
想
起
さ
れ
し
ば
し
ば
動
員
さ
れ
る
の
が
、
写
生
を
し
て
い
て
そ
れ
が

何
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
灰
色
の
塊
を
見
え
る
が
ま
ま
に
描
き
、
下
が
っ
て

見
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
柴
の
束
だ
と
確
認
し
た
、
と
い
う
ク
ー
ル
ベ
(
0
5
E〈
仰

の
O
C
円
σ
2
・
5
5

ー
コ
)
の
逸
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
(
1
)す
で

に
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
そ
の
「
先
駆
」
を
見
た
、
「
描
く
物
質
と
し
て
の
絵
画
」
の
、
「
描
か

れ
た
主
題
(
対
象
)
か
ら
の
自
律
」
だ
が
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、

(
2)絵
画
範
崎
の
揺
ら

ぎ
と
、

(
3
)そ
れ
に
対
す
る
画
家
の
主
観
性
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

実
際
ク
l

ル
ベ
に
あ
っ
て
は
、
絵
画
範
時
の
定
義
に
お
い
て
、
従
来
の

言
語
体
系

を
逸
脱
な
い
し
侵
犯
す
る
こ
と
が
組
織
的
に
企
て
ら
れ
た
。
《
オ
ル
ナ
ン
に
お
け
る

ギュスターヴ・クールベ《オルナンにおけるある埋葬の歴史画)) 1849-50年図 2



あ
る
埋
葬
の
歴
史
画
》(
図2
、
一
八
五
O
年
、
オ
ル
セ
l

美
術
館
)
で
は
、
オ
ル
ナ
ン
の
村
の
田
紳
た
ち
を
、
あ
た
か
も
古
典
古
代
の
英
雄
偉

人
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
で
描
い
て
い
る
。
風
俗
画
め
か
し
て
不
特
定
の
「
あ
る
埋
葬
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
特
定
の

歴
史
的
人
物
の
英
雄
的
事
蹟
を
描
く
「
歴
史
画
」
と
い
う
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
の
最
高
位
に
無
理
や
り
押
し
こ
み
、
し
か
も
五

O
人
に
及
ぶ
登

場
人
物
を
、
構
図
も
陰
影
も
無
視
し
て
幅
八
メ
ー
ト
ル
を
超
す
画
面
に
う
ね
う
ね
と
積
み
重
ね
る
の
は
、
表
象
内
容
に
お
け
る
平
等
主

義
で
あ
る
ば
か
り
か
、
絵
画
の
階
層
秩
序
を
も
侵
犯
す
る
過
剰
な
る
平
等

主
義
で
あ
っ
た
。

11 表象の磁綻と破綻の表象

さ
ら
に
《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》
(
図
3

、

一
八
五
五
年
、
オ
ル
セ
l

美
術
館
)
に

は
「
現
実
的
寓
喰
」
と
の
(
こ
れ
ま
た
矛
盾
し
た
〉
副
題
を

。添
え
て
い
る
。
も
と

よ
り
当
時
公
認
の
寓
喰
体
系
と
は
無
関
係
に
、
画
家
の
個
人
的
体
験
や
交

友
関
係
に
誇
大
妄
想
的
な
意
味
づ
け
を
施
し
た
結
果
、
ク
ー
ル
ベ
発
案
の

身
勝
手
な
私
的
言
語
体
系
は
、
当
時
は
む
ろ
ん
今
日
な
お
解
読
困
難
な
判

じ
物
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
き
合
い
の
物
語
で
は
な
い
「
歴
史
画
」
や

「
寓
意
画
」
を
サ
ロ
ン
に
閥
入
さ
せ
よ
う
と
企
て
る
こ
と
で
、
ク
ー
ル
ベ
は

既
存
の
語
葉
範
晴
に
混
乱
を
ま
ね
き
、
つ
い
に
は
こ
う
し
た
特
権
的
ジ
ャ

ン
ル
の
崩
壊
を
準
備
し
た
画
家
、
と
い
う
歴
史
的
意
義
を
担
う
こ
と
に
な

る
。

225 

そ
う
し
た
個
人
言
語
の
成
立
は
、
画
家
の
主
観
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
も

切
り
離
せ
な
い
。
あ
た
か
も
神
が
泥
を
こ
ね
て
人
聞
を
造
り
給
う
た
の
に

ギュスターヴ・クールベ《画家のアトリエ>> 1855年図 3
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も
等
し
く
、
ク
1

ル
ベ
は
現
実
を
油
絵
の
具
で
も
っ
て
置
き
換
え
る

。

絵
画
世
界
の
造
物
主
の
位
置
に
ク
l

ル
ベ
が
あ
る
こ
と
は
、

《画

家
の
ア
ト
リ
エ
》に
お
い
て
、
母
な
る
自
然
を
絵
筆
で
再
創
造
す
る
内
回
像
か
ら
も
推
察
で
き
る

。

そ
し
て
寸
法
に
お
い
て
も
塗
装
法

(パ
レ
ッ

ト
・

ナ
イ
フ
の

使
川
)
に
お
い
て
も
ひ
た
す
ら
そ
の
物
質
性
を
主
張
す
る
画
面
は
、
も
は
や
既
知
の
言
語
体
系
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
も
解
読
で
き
な
い

。

だ
が
そ
の
読
解
不
能
な
部
分
を
司
る
主
体
は
不
明
の
ま
ま
、
「
写
実
主
義
者
」
ク
l

ル
ベ
と
は
、
あ
く
ま
で
目
に

見
え
た
も
の
を
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
知
る
以
前
に
、
直
ち
に
そ
の
ま
ま
画
面
に

移
し
替
え
る
腕
を
も
っ
た
画
家
で
あ
る
、
と
規
定
さ

れ
る
。
こ
こ
に
ク
l

ル
ベ
像
の
矛
盾
が
あ
る
。
映
像
の
受
信
と
絵
の
具
に
よ
る
そ
の
再
現
の
過
程
か
ら
は
、
画
家
の
想
像
力
や
構
想
力

が
一
切
排
除
さ
れ
る
関
係
上
、
(
《画
家
の
ア
ト
リ
エ

》
の
構
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
ク
l

ル
ベ
の
画
而
か
ら
は
、
画
家
の
主
観
性
す
ら
権
利
と

し
て
は
否
認
さ
れ
る
。

歴史の地平

4 

マ
ネ
と
「
近
代
絵
画
」
の
表
象

ク
ー
ル
ベ
の
矛
盾
の
延
長
上
で
過
渡
的
な
位
置
を
占
め
る
の
が
印
象
派
だ
が
、
そ
の
前
に
印
象
派
の
兄
貴
分
を
取
り
上
げ
る
必
要
が

あ
る
。
マ
ネ
(E
o
E
E
ζ
g
z

・
5
ω
N
l∞
ω
)と
ク

l

ル
ベ
と
を
取
り
巻
く
言
語
環
境
の
落
差
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
の
知
ら
れ
ざ
る
逸

話
を
紹
介
し
た
い
。
一
八
六
三
年
の
サ
ロ
ン
か
ら
の
「
落
選
者
展
」
は
一
般
に
マ
ネ
の《草
上
の
昼
食
》(
一
八
六
三
年
、
オ
ル
セ
l

美
術
館
)

の
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
で
知
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
の
年
クl
ル
ベ
は
、
真
っ
昼
間
か
ら
天
下
の
公
道
で
酔
っ
払
う
坊
主
た
ち
を
描
い
た
冒

漬
的
反
宗
教
削
(
《法
話
の
帰
り
道
》
一
八
六
三
年
、
現
存
せ
ず
)
ゆ
え
に
、
サ
ロ
ン
の
み
な
ら
ず
「
落
選
者
展
」
か
ら
も
落
選
し
て
話
題
を
巻
き
、

か
え
っ
て
意
気
揚
々
だ
っ
た
。
だ
が
マ
ネ
の
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
が
こ
の
後
人
口
に
捨
突
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
「
落
選
者
展
」
か
ら
落

選
し
た
と
い
う
ク
l

ル
ベ
の
こ
の
こ
重
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
不
思
議
に
も
今
日
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
以
下
の
三
点
の
み
確
認
し
た
い
。
ま
ず
ク
l
ル
ベ
が
社
会
的
・
政
治
的
な
侵
犯
行
為
を
表
現
手
段
と
し
て
の
絵
画
言
語
と
競



11 表象の破綻と破綻の表象

い
わ
ば
加
害
者
と
し
て
み
ず
か
ら
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

を
主
体
的
に
構
成
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
マ
ネ
は
ひ
た
す
ら
被
害
者

と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
ク
l
ル
ベ
の
よ
う
な
積
極
的
な
反
逆
の
意

図
は
認
め
が
た
い
。
二
年
後
の
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
(
図

4

、
一
八
六
三
年
、
オ
ル
セ
l

美
術
館
)
へ
の
罵
雷
雑
言
に
都
会
人
マ
ネ
は
逆
上
し
て
パ
リ
を
脱
出
し
ス
ペ
イ

ン
ま
で
逃
亡
す
る
が
、
こ
れ
も
オ
ル
ナ
ン
の
郷
紳
に
生
ま
れ
て
パ
リ
画
壇
制
覇

を
め
ざ
し
た
ク
l

ル
ベ
な
ら
ば
考
え
ら
れ
ぬ
ぶ
ざ
ま
な
敵
前
逃
亡
だ
。
社
会
的

な
侵
犯
行
為
を
意
図
に
反
し
て
勃
発
さ
せ
る
マ
ネ
。
自
分
の
望
む
画
壇
で
の
地

位
は
、
自
分
の
望
む
絵
画
の
制
作
を
禁
止
す
る
。
そ
の
意
味
で
マ
ネ
は
み
ず
か

ら
が
引
き
起
こ
し
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
ク
1
ル
ベ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
二
月
革
命
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
り

(《埋
葬
》)
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
の
駆
け
引
き
の
道
具
と
な
っ
て
(
叙
勲
拒
絶
)
、

芸
術
的
に
も
政
治
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
相
乗
効
果
を
引
き
起
こ
す
意
味
作
用
の

求
心
点
と
な
る
の
に
対
し
、
マ
ネ
の
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
焦

点
が
唆
昧
で
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。
道
徳
的
壊
乱
行
為
、
過
去
の
ル
ネ
サ
ン
ス

芸
術
か
ら
の
無
節
操
な
引
用
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
規
矩
を
無
視
し
た
賦
彩
法
と
諸

説
紛
々
だ
が
、
そ
れ
ら
の
指
摘
は
相
殺
し
合
う
ば
か
り
で
、
一
貫
し
た
解
釈
に

は
収
数
し
な
い
。
実
は
そ
う
し
た
一
貫
性
の
欠
如
ゆ
え
の
い
か
が
わ
し
さ
を
支

合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

227 

エドゥワール・マネ《オランピア) 1863年図 4
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え
る
虚
焦
点
こ
そ
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
高
級
娼
婦
と
い
う
こ
れ
ま
た
所
属
不
明
で
自
己
同
一
性
不
明
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

る
仮
説
さ
え
存
在
す
る
。

第
三
に
し
か
し
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
透
明
さ
ゆ
え
に
こ
そ
、

と
す

歴史の地平

マ
ネ
は
後
世
か
ら
そ
の
歴
史
的
地
位
を
勝
ち
え
た
と
も
い
え
る
。
ク
ー

ル
ベ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
政
治
言
語
と
い
う
既
存
の
言
語
体
系
の
な
か
に
還
元
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
既
存
の

言
語
体
系
の
な
か
で
は
処
迎
し
き
れ
な
い
マ
ネ
に
お
い
て
こ
そ
、
絵
画
が
絵
画
と
し
て
自
律
し
、
純
粋
絵
画
が
誕
生
し
た
、
と
み
な
す

「
近
代
絵
画
」
史
観
が
成
な
し
え
た
か
ら
だ
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
パ
タ
イ
ユ
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロl
、
ガ
エ
タ
ン
・
ピ
コ
ン
ら
に
典
型
を

見
る
史
観
で
あ
る
。
も
っ
と
も
最
近
で
は
そ
の
反
動
と
し
て
、
《
草
上
の
昼
食
》に
断
絶
を
見
る
の
は
後
世
の
さ
か
し
ら
に
す
ぎ
ぬ
ば
か

り
か
、
く
だ
ん
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
歴
史
上
事
実
無
根
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
近
代
絵
画
」
史
観
が
要
請
し
た
虚
偽
の
創
成
神
話
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
、
と
す
る
修
止
主
義
的
見
解
す
ら
提
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
そ
の
も
の
が
虚
構
な
の
も
マ
ネ
ら
し

い
挙
行
と
い
え
よ
う
か
(
4
。

マ
ネ
の
唆
味
さ
の
背
氏
に
は
、
言
語
と
絵
画
の
関
係
の
危
機
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
増
幅
さ
れ
た
の
は
、
絵
画
が
絵
画
と
し
て
自

律
す
る
ー
ー
と
い
う
物
川
H

歴
史
(
F
5
2
3〉
が
マ
ネ
自
身
に
の
み
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
世
に
な
っ
て
(
そ
し
て
後
世
に

よ
っ
て
〉
遡
及
的
に
構
築
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
物
語
の
起
源
を
探
す
逆
遠
近
法
ゆ
え
に
、
マ
ネ
に
は
神
話
的
な
始
祖
と
し
て
の

オ
l

ラ
が
貼
付
さ
れ
た
。
マ
ネ
の
生
前
す
で
に
印
象
派
と
の
関
係
で
そ
う
し
た
指
向
性
を
も
っ
た
意
味
の
増
殖
は
始
ま
っ
て
い
た
(
た

と
え
ば
フ
ァ
ン
タ
ン
H

ラ
ト
ゥ
l

ル
〔
司g
H
Z
l
「
巳
O
ロ
ア

5
8
l
H
8
6の
写
実
派
風
肖
像
画
《バ
テ
ィ
ニ
ョ
l

ル
街
の
ア
ト
リ
エ
》〔
一
八
七O
年
、
オ
ル

セ
l

美
術
館
〕
は
、
最
初
サυ
ン
で
好
評
を
博
す
が
、
コ
ミ
ュ
l

ン
の
後
に
な
っ
て
こ
れ
は
絵
画
の
革
命
派
た
る
印
象
派
と
そ
の
頭
目
マ
ネ
を
描
い
た
政

治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
と
す
る
榔
捻
に
さ
ら
さ
れ
る
や
、
画
家
自
身
題
名
を
わ
ざ
と
挑
発
的
な
《
マ
ネ
と
そ
の
門
徒
た
ち》に
あ
ら
た
め
て
マ
ネ
の
教
祖

性
を
強
調
し
た
)
。



だ
が
、
近
代
主
義
に
お
け
る
マ
ネ
の
位
置
は
、
印
象
派
が
一
九
世
紀
絵
画
史
に
お
い
て
正
統
の
位
置
を
占
め
、
そ
の
美
学
が
定
式
化

さ
れ
る
の
を
待
っ
て
、
よ
う
や
く
明
確
に
な
る
。
そ
れ
を
主
題
、
技
法
お
よ
び
認
識
論
的
問
題
の
三
点
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

5 

印
象
派
の
表
象

11 表象の眼綻と破綻の表象

印
象
派
に
お
い
て
そ
の
主
題
が
神
話
・
伝
説
に
取
材
し
た
文
学
を
離
れ
、
日
常
生
活
の
情
景
へ
と
転
じ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
強
調
さ

れ
る
。
そ
れ
を
当
然
と
す
る
視
覚
範
鴎
に
「
汚
染
」
さ
れ
た
現
在
の
鑑
賞
者
に
は
容
易
に
理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
が
、
当
時
に
あ
っ
て
は

あ
く
ま
で
文
学
的
叙
述
(
ロR
E
t
s
)内
容
の
絵
解
き
が
絵
画
範
時
に
お
い
て
高
位
を
占
め
、
逸
話
的
情
景
(
風
俗
画
)
な
い
し
情
景
を
記

述
2
2
2
E
g
)
し
た
に
す
ぎ
な
い
絵
画
(
静
物
画
、
風
景
画
)
は
、
そ
れ
だ
け
内
容
に
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
、
低
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
。
コ
ロ
l
c
g
ロ
F
E
ω
Z
P
B
E
ゅ
の
O
『O
こ
吋
∞
∞l
-∞
吋
印
)
や
パ
ル
ピ
ソ
ン
派
の
風
景
画
に
神
話
的
人
物
が
登
場
し
な
い
こ
と
を
遺
憾

と
し
、
ミ
レ

l
c
m
g
!
?
g
s
z
E
ロ
丘
、
】
∞
ニ
ム
印
)
の
農
民
画
に
も
っ
ぱ
ら
都
会
の
堕
落
と
は
対
照
を
な
す
農
民
の
質
素
で
純
朴
な
倫

理
観
の
表
象
を
代
償
幻
恕
と
し
て
読
み
こ
む
よ
う
な
、
六0
年
代
当
時
の
標
準
的
な
鑑
賞
基
準
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
画
趣
に
富
む
物

語
的
要
素
を
意
図
的
に
排
除
す
る
ば
か
り
か
、
道
徳
的
教
訓
に
も
欠
け
た
印
象
派
の
主
題
選
択
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
読
解
不
可
能
な
愚

行
と
評
価
さ
れ
て
当
然
だ
っ
た
。

さ
ら
に
技
法
に
お
い
て
、
印
象
派
絵
画
で
は
そ
も
そ
も
な
に
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
す
ら
判
然
と
し
な
い
(
た
と
え
ば
そ
ネ
〔

0
2
号

ζ
g
F

お
き
1
右
民
〕
《印
象
日
の
出

》〔
一
八
七
三
年
、
パ
リ
、
マ
ル
モッ
タ
ン
美
術
館
〕
の
背
景
)
。
ク
l

ル
ベ
の
逸
話
で
は
近
く
で
見
れ
ば
絵

の
具
の
塊
で
も
引
き
を
取
っ
て
眺
め
れ
ば
表
象
対
象
に
復
元
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
復
元
可
能
性
、
つ
ま
り
絵
の
具
の
不
透
明
な
物
質
性

(
「
描
く
も
の
」
〉
の
背
後
に
志
向
対
象
(
『
民

r
o
Z
)
(つ
ま
り
「
描
か
れ
た
も
の
」
)
が
回
復
さ
れ
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が
、
印
象
派
以
降
完

全
に
解
体
さ
れ
る
。
な
に
か
を
表
象
す
る
こ
と
よ
り
も
、
い
か
に
表
象
す
る
か
に
力
点
が
移
動
し
、
も
っ
ぱ
ら
色
彩
の
革
新
と
光
の
効

229 
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果
が
強
制
さ
れ
、
画
題
は
も
は
や
そ
う
し
た
実
験
の
た
め
の
口
尖
に
す
ぎ
な
い
(
モ
ネ
の
《
ル
l

ア

ソ
の
大
聖
堂
》、

《積
み
藁
》
の
連
作
な
ど
)
、

と
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
第
三
の
認
識
論
的
次
元
に
つ
な
が
る
。

「
印
象
」
と
い
う
言
葉
は
印
象
派
の
出
現
以
前
か
ら
美
術
批
評
に
お
い
て
徐
々
に
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
き
で
い
た
用
語
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味
合
い
は
不
透
明
で
あ
る
。
一
方
に
は
視
覚
刺
激
か
ら
受
容
器
官
が
受
け
た
外
界
の
印
象
と
い
う
も
つ
ば
ら
受
動
的
(
ノ
エ
マ

的
)
な
意
味
が
あ
り
、
他
方
に
は
む
し
ろ
外
界
の
刺
激
に
対
す
る
制
者
側
の
主
体
的
印
象
と
い
う
能
動
的
(
ノ
エl
シ

ス
的
)
な
意
味
が
あ

る
。
こ
の
受
動
・
能
動
の
振
幅
に
加
え
る
に
、
果
た
し
て
画
家
の
主
観
的
印
象
は
画
面
に
客
観
的
に
定
着
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の

画
面
の
発
す
る
客
観
的
印
象
は
鑑
賞
者
の
主
観
に
そ
の
ま
ま
同
一
の
印
象
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
認
識
論
的
問
題
が
関
わ

れ
よ
う
。
「
印
象
」
と
い
う
言
葉
は
い
か
に
も
合
切
袋
で
、
画
家
の
勝
手
な
思
い
こ
み
へ
の
邦
検
と
も
、
画
家
の
特
権
的
視
覚
へ
の
称
賛

と
も
な
り
え
た
所
以
だ
(
5〉
。

月を史の地平・

6 

「
印
象
派
以
降
」
の
表
象

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
印
象
主
義
の
美
学
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、(
1〉
画
題
の
表
象
と
も
、(
2
)画
家
の
主
観
性
の
発
露
と

も
、

(
3
)物
質
的
存
在
た
る
画
面
そ
の
も
の
の
発
す
る
効
果
と
も
つ
か
ぬ
も
の
が
、
そ
れ
ら
三
者
の
い
ず
れ
を
も
排
除
せ
ず
、
し
か
し

そ
れ
ら
す
べ
て
を
な
い
混
ぜ
に
し
て
「
印
象
」
と
い
う
用
語
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
印
象
派
の
豊
鏡
さ
で
も
あ
れ
ば
唆
味

さ
で
も
あ
り
、
ま
た
絵
画
言
語
の
純
粋
化
を
志
向
す
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
不
徹
底
な
点
で
も
あ
っ
た
。
実
際
印
象
派
以
降
の
絵
画
の
進

路
は
、
(
3
)色
彩
と
線
か
ら
構
成
さ
れ
る
面
と
し
て
の
絵
画
の
自
律
性
を
強
調
し
つ
つ
、

(
2〉
従
来
の
物
語
言
語
と
は
別
の
次
元
で
開

発
さ
れ
る
、
絵
画
に
固
有
の
言
語
体
系
に
依
存
し
た
芸
術
家
の
点
現
を
模
索
し
、(
1
)そ
れ
に
並
行
し
て
か
つ
て
の
絵
画
言
語
の
文
法

で
あ
り
話
素
で
あ
っ
た
透
視
図
法
、
陰
影
法
、
解
剖
学
に
則
っ
た
肉
づ
け
な
ど
が
、
絵
画
に
内
在
的
な
情
報
伝
達
手
段
で
は
な
い
と
の



7 

理
由
で
廃
棄
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
過
程
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
画
題
と
い
う
水
準
で
の
表
象
内
容
が
一
層

後
退
し
、
つ
い
に
は
抽
象
絵
画
の
成
立
と
と
も
に
消
滅
す
る
過
程
が
、
絵
画
本
来
の
手
段
に
よ
る
絵
画
の
自
律
、
と
い
う
発
展
史
観
に

も
と
づ
い
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

11 表象の破綻と破綻の表象

そ
の
準
備
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
印
象
派
以
降
の
世
紀
末
だ
が
、
そ
こ
に
は
、

(
1〉
自
己
表
現
、(
2〉
理
論
化
、(
3
)自
律

し
た
絵
画
言
語
の
構
築
の
志
向
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
印
象
派
で
は
な
お
中
途
半
端
で
あ
っ
た
画
家
の
自
己
表
現
を
さ
ら
に
絵
の
具

の
物
質
性
と
筆
遣
い
の
肉
体
的
動
作
に
任
せ
て
画
面
の
上
に
投
射
し
た
の
が
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
(
〈
吉

8
E
S
ロ
の
o
s
-】
∞
印ω1
8
)の場

合
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
傾
向
は
や
が
て
表
現
主
義
、
さ
ら
に
は
抽
象
表
現
主
義
に
お
い
て
、
表
象
内
容
へ
の
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
執
助

な
こ
だ
わ
り
を
払
拭
す
る
こ
と
で
、
一
層
純
化
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
自
己
表
出
の
無
軌
道
さ
へ
の
反
動
と
し
て
、
逆
に
制
作
を
極
端
に
制
御
し
よ
う
と
す
る
理
論
化
も
追
求
さ
れ
る
。

ス
l
ラ
(
の
g
a
g
F
E

巳
・
5
g
l
u
Cの
新
印
象
主
義
は
、
印
象
派
に
お
い
て
直
観
的
な
選
択
に
留
ま
っ
て
い
た
賦
彩
法
を
、
視
覚
心
理

学
に
お
け
る
「
色
彩
同
時
対
比
」
に
よ
っ
て
洗
練
し
、
画
面
に
お
け
る
色
彩
分
割
と
鑑
賞
者
に
お
け
る
視
覚
混
合
と
に
定
式
化
す
る
。
表

象
像
の
再
現
は
も
は
や
画
面
上
で
は
な
く
、
む
し
ろ
鑑
賞
者
の
網
膜
上
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
、
「
印
象
」
の
無
限
定

性
が
制
御
さ
れ
る
。
と
同
時
に
寒
色
・
暖
色
や
上
昇
線
・
下
降
線
の
理
論
的
構
成
が
鑑
賞
者
の
心
の
な
か
に
そ
れ
と
照
応
す
る
感
覚
、

ひ
い
て
は
感
情
を
す
ら
喚
起
で
き
る
、
と
す
る
ス
l
ラ
の
仮
説
に
よ
れ
ば
、
絵
画
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
の
は
、
も
は
や
主
題
の
表
象

で
も
、
芸
術
家
の
自
己
表
現
で
も
な
い
。
い
ま
や
絵
画
は
、
鑑
賞
者
に
特
定
の
心
的
状
態
を
惹
起
せ
し
め
、
ひ
い
て
は
そ
の
情
緒
を
操

作
す
る
疑
似
科
学
的
な
装
置
と
な
る
。

絵
画
が
現
実
を
変
貌
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
魔
術
的
な
夢
は
、
し
か
し
ス
l
ラ
の
科
学
主
義
の
裏
に
潜
む
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
l
ギ
ャ
ン
も
ま
た
共
有
す
る
夢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
絵
画
が
自
律
し
た
言
語
体
系
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
表
裏
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一
体
を
な
す
。
ゴ
l

ギ
ャ
ン
(
E
己
の

2
2
5
L
∞
お
l
]
8
3の
場
合
に
は
、
三
次
元
空
間
に
復
元
し
よ
う
と
試
み
れ
ば
解
体
し
て
し
ま
う

造
形
要
素
が
、
二
次
元
の
絵
剛
空
間
に
お
い
て
の
み
可
能
な
在
り
方
で
同
一
平
面
上
に
構
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
(

《美
し
き
ア

ン
ジ

ェ

ル
》、

《
ひ
ま
わ
り
の
あ
る
ヴ
ァ
ン

・
ゴ
ッ

ホ
の
肖
像
》他
)
。
表
象
対
象
は
厳
然
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
の
様
態
は
絵
画
空
間
の

布
置
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
意
味
作
用
を
実
現
さ
せ
る
。
絵
画
は
い
わ
ば
現
実
を
変
容
さ
せ
る
錬
金
術
の
舞
台
と
化
し
、
そ
こ
に
表
象

さ
れ
た
個
物
は
そ
れ
を
超
え
る
普
遍
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
の
聖
像
(
イ
コ
ン
〉
と
化
す
。
こ
れ
は
も
は
や
寓
意
に
も
、

文
学
言
語
に
も
還
元
で
き
な
い
絵
画
な
ら
で
は
の
現
実
聖
別
の
呪
術
と
し
て
、
ル
ド
ン
や
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
(
「
観
念

を
説
明
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
)
に
も
通
底
す
る
世
紀
末
象
徴
主
義
思
想
の
位
相
を
な
す

(
6
)
O

歴史の地平

7 

「
セ
ザ
ン
ヌ
以
降
」
の
表
象
批
判

も
は
や
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上
に
「
セ
ザ
ン
ヌ
以
降
」
を
記
述
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
画
面
に
画
面
の
外
に
あ
る
意
味
を
盛
る
段
階
か

ら
、
画
面
が
画
面
そ
の
も
の
と
し
て
意
味
を
構
成
す
る
段
階
(
こ
れ
は
ド
ガ
が
絵
画
に
与
え
た
定
義
だ
|
|
「
タ
プ
ロ
!
と
は
そ
れ
自
体
で
価
値

を
な
す
よ
う
な
線
と
色
調
の
独
創
的
な
結
合
で
あ
る
」
)
へ
、
な
い
し
は
画
面
が
画
面
の
外
に
あ
る
意
味
を
伝
達
す
る
媒
体
か
ら
、
そ
れ
自
体

で
意
味
を
発
生
す
る
装
置
へ
と
変
貌
す
る
過
程
。
そ
れ
を
絵
画
の
自
己
反
省
作
用
の
始
動
契
機
と
い
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
極

端
な
図
式
化
に
よ
れ
ば
、
(
1〉
近
代
(
g
a
R
D
O
)
と
は
、
言
語
と
絵
画
の
予
定
調
和
的
な
一
枚
岩
の
構
造
に
(
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
自
覚
さ

れ
な
い
ま
ま
に
)
亀
裂
が
広
が
っ
て
い
っ
た
時
期
、
(
2
〉
近
代
主
義
(
B
E
0
5
2
g
o
)
と
は
こ
の
危
機
へ
の
意
識
的
な
参
照
行
為
と
し
て
芸

術
活
動
が
組
織
さ
れ
た
時
期
、
そ
し
て
、(
3〉
近
代
主
義
の
終
吾
川
(
I
3
2
5
0号
ヨ
)
と
は
、
こ
の
計
画
H

投
企
(
宮o
E
)が
完
成
さ
れ
る

こ
と
な
く
飽
和
状
態
に
達
し
、
否
定
の
弁
証
法
が
弁
証
法
の
否
定
へ
と
屈
曲
し
て
前
衛
の
存
在
意
義
が
根
拠
を
失
っ
た
段
階
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
(
1〉
|
(
2
)
の
位
相
が
歴
史
的
反
省
の
対
象
と
し
て
対
自
化
さ
れ
、
そ
の
分
析
に
必
要
な
道
具
が
(
構
造
主
義
に
よ
っ
て
〉



供
給
さ
れ
た
(
と
い
う
納
得
が
浸
透
し
た
〉
段
階
と
も
、
時
間
的
に
見
て
お
お
よ
そ
重
な
る
、
と
い
っ
た
整
理
も
作
業
仮
説
と
し
て
は
呈
示

さ
れ
え
よ
う
。

こ
の
第
三
の
観
点
に
立
っ
て
最
後
に
あ
ら
た
め
て
振
り
返
れ
ば
、
以
上
試
み
て
き
た
常
識
の
批
判
的
な
復
習
に
は
、
皮
肉
な
自
家
撞

11 表象の破綻と破綻の表象

着
が
三
点
指
摘
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
(
1
)絵
画
を
言
語
に
は
還
元
さ
れ
な
い
組
織
体
と
し
て
記
述
す
る
試
み
は
、
究
極
的
に
は
も
は
や
言
語
に
よ
っ
て
は
解
読
で

き
な
い
絵
画
の
出
現
を
要
請
し
、
そ
の
結
果
絵
画
は
も
は
や
視
線
に
晒
さ
れ
る
対
象
と
し
て
結
晶
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
家
と

鑑
賞
者
と
作
品
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
変
貌
す
る
そ
の
軌
跡
の
ス
ク
リ
ー
ン
(
画
面

H

遮
蔽
幕
)
と
化
し
、
記
号
と
意
味
づ
け
と
の
隔
た

り
を
露
呈
す
る
た
め
の
場
と
な
っ
た
。
(
2
)絵
画
を
語
る
こ
と
は
か
く
て
絵
画
を
言
語
へ
と
回
収
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
語
る
こ
と

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
絵
は
言
葉
に
な
ら
ぬ
と
い
う
言
葉
の
氾
濫
を
招
い
た
。
物
語
か
ら
自
律
し
た
絵
画
へ
と
向
か
う
進
化
の
歴
史
と

い
う
物
語
、
と
い
う
棚
上
げ
に
よ
っ
て
の
み
、
絵
画
の
物
語
と
い
う
説
話
的
構
造
が
維
持
さ
れ
た
。

最
後
に
、
(
3
)モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
「
図
」
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
「
地
」
こ
そ
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
機
能
主
義
的
解
読
格
子
で
は
解
読

で
き
な
い
特
権
的
領
域
を
な
す
と
い
う
転
倒
と
と
も
に
(
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
パ
ッ
サ

l
ジ
ュ
」
は
そ
の
予
感
た
る
が
ゆ
え
に
断
片
に
留
ま
っ
て
い

る
〉
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
縁
飾
りll

余
分
な
装
飾
と
い
う
悪
役
|
|
に
徹
し
て
き
た
一
九
世
紀
公
式
絵
画
が
復
権
さ
れ
る
。
逆
に
画
題
と

い
う
主
題
を
排
斥
す
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
物
語
の
主
題
へ
と
な
り
代
わ
っ
て
き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
策
謀
に
潜
む
男
性
原
理
は
、
主
題
た

り
え
な
い
装
飾
の
復
権
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
復
讐
を
受
け
る
事
態
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
敗
者
復

活
戦
に
も
、
あ
ら
た
め
て
目
的
論
的
な
合
理
性
の
あ
る
こ
と
を
最
低
限
指
摘
し
て
お
く
の
は
、
本
章
の
目
的
論
的
構
築
を
裏
切
る
た
め

に
最
後
に
必
要
な
戦
略
的
逆
説
で
あ
ろ
う(
7〉
。
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