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ロ
ス
コ
絵
画
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
抽
象
表
現
主
義
　
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
　
神
話
　
ル
ミ
ニ
ズ
ム

は
じ
め
に

抽
象
表
現
主
義
の
絵
画
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
に
お
い
て
、
風
景
的
要

素
が
あ
る
こ
と
が
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ロ
ス
コ
を

始
め
彼
ら
の
作
品
に
、
神
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
崇
高
性
が
内
在
し
、
そ
れ
は
、

直
接
神
の
姿
を
画
面
に
描
く
の
で
は
な
く
、
自
然
と
い
う
風
景
の
中
に
神
と
の

交
信
を
兄
い
出
そ
う
と
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ら
北
方
ロ
マ
ン
主
義
や
、
ア
メ
リ

カ
の
ハ
ド
ソ
ン
・
リ
ヴ
ア
ー
派
に
通
じ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ロ
ス
コ
の
作
品
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
典
型
的
な

ロ
ス
コ
様
式
の
作
品
（
図
1
）
　
か
ら
一
九
六
七
年
に
完
成
し
た
《
ロ
ス
コ
・

チ
ャ
ペ
ル
壁
画
》
　
の
作
品
ま
で
で
あ
り
、
晩
年
の
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ

ン
グ
》
　
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
作
品
に
ロ
ス
コ
が
目
指
し
て
き
た

崇
高
性
や
瞑
想
と
い
っ
た
あ
る
種
の
宗
教
的
体
験
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み

に
関
し
て
は
筆
者
は
認
め
る
も
の
の
、
む
し
ろ
、
筆
者
は
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
》
　
（
図
2
）
　
に
こ
の
風
景
画
的
要
素
が
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
現
れ
て
く
る
風
景
的
要
素
は
、
こ
れ
ま
で
ロ
ス
コ

の
作
品
に
見
ら
れ
て
き
た
、
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ム
ら
が
指
摘
し
た
畏
敬
の
念
を
思

芦
　
田
　
彩
　
葵

わ
せ
る
崇
高
性
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ル
ミ
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
静
認
さ

の
中
に
見
出
す
崇
高
性
と
い
え
、
そ
の
質
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
は
、
色
彩
並
び
に
構
図
の
面
か
ら
、

ロ
ス
コ
の
芸
術
観
を
決
定
付
け
、
抽
象
画
へ
と
展
開
す
る
契
機
と
な
っ
た
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
時
代
の
作
品
へ
と
回
帰
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
ロ
ス
コ
絵
画

の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
な
っ
た
風
景
並
び
に
、
ロ
ス
コ
の
作
品
が
、
ど
の
よ
う

に
ア
メ
リ
カ
風
景
画
の
系
譜
に
繋
が
っ
て
い
く
か
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
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「
　
ロ
ス
コ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
受
容

抽
象
表
現
主
義
の
萌
芽
が
芽
生
え
た
の
は
一
九
三
〇
年
代
後
半
で
あ
る
が
、

当
時
の
彼
ら
に
、
主
題
、
様
式
の
両
面
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
流
入
し
て
き
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
へ
の
関
心
と
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
思
想
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術

館
で
　
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
抽
象
美
術
」
、
「
幻
想
美
術
　
ダ
ダ
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
第
二
次
大
戦
が
始
ま
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
エ
ル

ン
ス
ト
、
マ
ッ
タ
等
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
亡
命
し
て
き
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の



思
想
は
ア
メ
リ
カ
の
若
い
芸
術
家
達
に
一
気
に
広
が
っ
た
。
ロ
ス
コ
は
、
ゴ
ツ

ト
リ
ー
ブ
と
共
に
、
他
の
芸
術
家
達
よ
り
も
い
ち
早
く
、
神
話
、
夢
、
無
意
識

と
い
っ
た
思
想
に
関
心
を
示
し
、
創
作
し
た
。

ロ
ス
コ
と
ゴ
ツ
ト
リ
ー
ブ
は
、
生
涯
を
通
し
て
親
友
で
あ
り
、
お
互
い
の
芸

術
の
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
二
人
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
風
の

作
品
を
措
い
て
い
た
一
九
四
〇
年
代
、
彼
ら
は
有
名
な
共
同
声
明
を
発
表
し
、

共
同
作
品
も
制
作
す
る
等
、
芸
術
的
思
想
に
お
い
て
結
び
付
き
が
強
か
っ
た
。

ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ハ
ム
と
深
い
親
交
が
あ
っ
た
ゴ
ツ
ト
リ
ー
ブ
は
、
抽
象
表
現
主

義
の
作
家
の
な
か
で
も
、
早
く
か
ら
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
や
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
の
思
想
に
親
し
み
、
特
に
ユ
ン
グ
の
集
団
的
無
意
識
の
思
想
に
魅
了
さ

れ
て
い
た
。
ユ
ン
グ
の
　
『
変
容
の
象
徴
』
　
は
一
九
一
六
年
に
、
『
人
間
の
タ
イ

プ
』
　
は
一
九
三
九
年
に
英
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ユ
ン
グ
の
思
想
に

触
れ
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
三
七
年
に
グ
ラ
ハ
ム
が
発
表

し
た
2
つ
の
論
文
は
、
ユ
ン
グ
派
に
つ
い
て
の
論
及
だ
っ
た
の
で
、
ユ
ン
グ

の
思
想
は
当
時
の
芸
術
家
仲
間
の
間
で
浸
透
し
て
い
た
。
ロ
ス
コ
も
ゴ
ツ
ト
リ

ー
ブ
か
ら
の
影
響
で
フ
ロ
イ
ト
の
予
定
説
よ
り
も
ユ
ン
グ
の
思
想
に
傾
倒
し
て

い
た
。
ま
た
、
い
さ
さ
か
誇
張
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
ロ
ス
コ
自
身
は
神
話

の
研
究
を
す
る
た
め
、
一
九
四
〇
年
の
一
年
間
、
絵
を
描
く
の
を
止
め
た
と
話

へ

1

3

）

し
て
い
る
。

彼
ら
が
ユ
ン
グ
の
思
想
に
共
鳴
し
た
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
が
あ
っ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
が
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
の
技
法
を
用
い
た

の
は
、
意
識
下
か
ら
無
意
識
の
自
分
を
解
き
放
ち
、
無
意
識
の
精
神
が
自
由
に

語
る
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
表
現
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
歴
史
と
伝
統
が
、
逆
に
新
し
い

表
現
方
法
を
創
出
す
る
足
か
せ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
画
家

達
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
思
想
に
お
け
る
無
意
識
の
探

求
に
興
味
を
持
ち
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
も
用
い
た
が
、
新
大
陸
に
住
む
彼
ら

に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
抱
え
る
長
い
歴
史
も
伝
統
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
抽
象

表
現
主
義
の
画
家
達
が
、
既
に
確
立
さ
れ
た
絵
画
の
様
式
の
歴
史
や
伝
統
に
左

右
さ
れ
ず
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的
な
も
の
を
希

求
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か

ら
移
住
し
て
き
た
移
民
で
あ
り
、
様
々
な
文
化
や
風
習
を
も
ち
、
共
通
の
歴
史

も
伝
統
も
な
い
ア
メ
リ
カ
独
自
の
絵
画
を
表
現
し
確
立
し
て
い
く
に
は
、
思
想

や
文
化
で
は
な
く
、
唯
一
共
有
で
き
る
ア
メ
リ
カ
の
広
大
な
自
然
の
風
景
や
、

人
間
に
本
来
備
わ
る
普
遍
的
な
心
性
や
観
念
に
頼
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
は
無
意
識
の
中
に
、
そ
の
普
遍
的
な
感
情
が
存
在
す
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
西
欧
文
化
の
み
を
対
象
と
し
、
無
意
識
は
各
人
の

抑
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
フ
ロ
イ
ト
を
信
奉
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
達
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。
抽
象
表
現
主
義
の
画
家

た
ち
は
、
人
間
に
は
普
遍
的
な
心
性
が
あ
る
と
信
じ
、
多
く
の
神
話
や
民
族
を

調
査
す
る
こ
と
で
集
団
的
無
意
識
の
存
在
を
掲
げ
た
ユ
ン
グ
に
傾
倒
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
生
ま
れ
、
少
年
期
に
迫
害
を
受
け
た
ロ
シ
ア
か
ら
ア
メ
リ

カ
に
移
っ
た
後
、
世
界
大
恐
慌
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
体
験
し
、
さ
ら
に
ナ
チ

ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
大
虐
殺
の
事
実
に
衝
撃
を
受
け
た
ロ
ス
コ
は
、
人
間
は
常

に
不
安
や
恐
怖
に
苛
ま
さ
れ
、
非
理
性
的
な
内
面
の
本
能
や
衝
動
に
支
配
さ
れ

た
野
蛮
な
状
態
に
あ
り
、
近
代
も
原
始
の
世
界
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
状
態
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
自
ら
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
な
い
非
理
性
的
な
衝
動
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
無
意
識
だ
と
い
う
結
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論
に
達
し
た
ロ
ス
コ
は
、
最
も
原
初
の
時
代
を
想
起
さ
せ
る
海
か
ら
生
ま
れ
る

水
棲
動
物
、
生
命
の
起
源
の
イ
メ
ー
ジ
を
モ
チ
ー
フ
に
制
作
を
始
め
た
。
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ア
ロ
ウ
ェ
イ
に
よ
る
と
、
《
記
憶
の
触
覚
》
　
（
一
九
四
五
－
四
六
年
）

（
図
3
）
　
の
作
品
で
措
か
れ
て
い
る
頭
足
類
は
、
軟
属
膿
の
部
類
で
、
そ
れ
ら

が
集
ま
り
、
イ
カ
や
オ
ウ
ム
ガ
イ
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ロ

ス
コ
は
、
層
を
背
景
と
し
た
画
面
に
、
動
植
物
を
構
成
す
る
細
胞
レ
ベ
ル
の
も

の
を
措
く
こ
と
で
、
生
命
の
神
秘
、
発
展
を
表
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ポ
ル
カ
リ
に
よ
る
と
、
こ
の
背
景
に
表
さ
れ
て
い
る
層
は
、
地
層
を
意
味
し
て

い
る
と
い
う
。
深
い
地
層
に
眠
っ
て
い
る
生
物
を
措
く
こ
と
で
原
始
の
時
代
を

努
贅
と
さ
せ
る
と
と
も
に
、
何
層
も
描
く
こ
と
で
地
表
の
層
に
近
く
づ
く
に
つ

れ
て
、
生
命
の
進
化
、
発
展
を
も
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
観

点
か
ら
ロ
ス
コ
の
シ
ユ
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
を
考
察
す
る
と
、
背
景
の
層
は
生
物

を
生
み
出
す
深
海
や
大
地
を
推
測
で
き
る
。
こ
の
ポ
ル
カ
リ
の
指
摘
は
、
大

変
興
味
深
く
、
妥
当
性
に
富
ん
で
い
る
。
ま
た
、
ロ
ス
コ
は
生
物
学
や
解
剖
学

の
授
業
を
イ
エ
ー
ル
大
学
や
ア
ー
ト
・
ス
チ
ユ
ー
デ
ン
ツ
・
リ
ー
グ
で
学
ん
で

い
た
の
で
、
生
命
や
生
物
の
起
源
に
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

さ
ら
に
、
ロ
ス
コ
自
身
、
層
構
造
に
よ
る
水
平
線
を
意
識
し
て
な
の
か
、

《
水
平
線
の
幻
影
》
　
（
一
九
四
三
年
）
、
《
水
平
線
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
》
　
（
一
九

四
六
年
）
　
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
作
品
を
描
い
て
お
り
、
《
無
題
》
　
（
一
九
四

五
年
）
　
（
図
4
）
　
で
は
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
を
思
わ
せ
る
色
彩

で
層
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
海
底
で
細
胞
分
裂
を
起
こ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

義
め
く
水
棲
動
物
が
漂
っ
て
い
る
等
、
下
層
に
き
ざ
波
を
思
わ
せ
る
タ
ッ
チ
が

施
さ
れ
た
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
極
め
て
似
た
構
成
を
採
っ
て
い
る
作

品
も
多
く
あ
る
。

ユ
ン
グ
に
よ
る
と
、
「
水
は
無
意
識
の
最
も
普
遍
的
な
象
徴
で
あ
る
」
と
い

う
。
人
間
の
普
遍
的
な
感
情
が
人
類
の
無
意
識
の
中
に
潜
ん
で
い
る
と
感
じ
た

ロ
ス
コ
が
、
生
命
の
起
源
で
も
あ
る
海
を
舞
台
に
思
わ
せ
る
作
品
を
描
い
た
こ

と
も
、
こ
の
ユ
ン
グ
の
見
解
に
影
響
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に

も
、
《
海
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
》
　
（
一
九
四
六
年
）
　
（
図
5
）
　
の
よ
う
に
、
ロ
ス

コ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
時
代
と
マ
ル
チ
フ
ォ
ー
ム
時
代
の
絵
画
に
は
、
渦
巻

き
の
よ
う
な
も
の
が
措
か
れ
て
い
る
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
渦
巻
き
も

ユ
ン
グ
に
よ
る
と
、
「
何
者
を
も
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
深
淵
、
地
な
る
母
の
子

宮
を
意
味
し
、
全
て
を
生
み
出
し
、
全
て
を
呑
み
尽
く
す
死
へ
の
入
り
口
の
象

徴
」
　
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ロ
ス
コ
が
死
と
生
と
い
う
人
間
の

根
源
的
問
題
を
表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
ロ
ス
コ
に
と
っ
て
は
、

海
は
生
と
死
を
つ
か
さ
ど
る
永
遠
の
サ
イ
ク
ル
の
象
徴
だ
っ
た
と
い
え
る
。
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二
．
ロ
ス
コ
絵
画
と
そ
の
主
題

ニ
ー
チ
ェ
の
　
『
悲
劇
の
誕
生
』
　
に
影
響
を
受
け
て
い
た
ロ
ス
コ
は
、
絵
画
を

始
め
る
に
あ
た
り
、
絵
画
を
音
楽
や
詩
と
同
様
に
、
魂
を
揺
さ
ぶ
る
ま
で
の
感

情
表
現
に
高
め
る
こ
と
を
志
し
た
。
観
客
は
悲
劇
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

恐
怖
や
驚
情
を
追
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
カ
タ
ル
シ
ス
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
ニ

ー
チ
ェ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ロ
ス
コ
は
、
自
分
の
絵
画
に
悲
劇
的
要
素
を
付
与

す
る
こ
と
で
、
観
者
に
作
品
の
前
で
そ
の
悲
劇
性
を
追
体
験
さ
せ
、
自
己
と
対

暗
、
内
省
さ
せ
る
こ
と
で
悲
劇
、
恐
怖
、
不
安
、
と
い
っ
た
感
情
を
喚
起
し
、

沈
潜
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る
カ
タ
ル
シ
ス
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
、
あ
る
種
の

浄
化
作
用
を
生
み
出
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
後
に
　
「
悲
劇
的
で
時
を
越
え



た
主
題
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
る
」
　
と
語
っ
て
お
り
、
こ
の
テ
ー
マ
は
最
後
ま

で
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

具
象
画
時
代
、
ロ
ス
コ
は
し
ば
し
ば
海
景
画
を
描
い
て
い
る
。
ア
ン
フ
ァ
ム

は
《
海
辺
の
風
景
》
　
（
一
九
二
七
1
二
八
年
頃
）
　
（
図
6
）
　
を
「
ロ
ス
コ
の
テ

ー
マ
が
持
つ
驚
く
べ
き
連
続
性
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
一
つ
の
特
徴
の
最
初

の
徴
候
を
見
せ
た
作
品
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ロ
ス
コ
は
、
こ
の
層
を
用
い

た
構
図
を
、
マ
ル
チ
フ
ォ
ー
ム
の
時
代
を
除
い
て
、
よ
り
ミ
ニ
マ
ル
な
も
の

へ
と
発
展
さ
せ
な
が
ら
常
に
用
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
港
町
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
・

タ
ウ
ン
で
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
時
代
に
用
い
て
い
た
の
と
同
じ
ア
ク
リ
ル
絵

具
と
紙
で
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
　
の
制
作
を
始
め
る
。

海
の
存
在
は
、
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
で
育
っ
た
ロ
ス
コ
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る

風
景
の
み
な
ら
ず
、
依
然
と
し
て
太
古
の
記
憶
を
有
し
、
生
命
の
起
源
で
あ
り

な
が
ら
全
て
を
呑
み
尽
く
す
死
を
も
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
芸
術
観

を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ユ
ン
グ
が
　
「
水
は
無
意
識
の
最
も
普
遍
的
な
象
徴
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
海
に
関
し
て
も
興
味
深
い
考
察
を
し
て
い
る
。
ユ
ン
グ

は
、
死
と
再
生
の
元
型
と
し
て
、
太
陽
神
話
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
以

下
に
示
す
。

テ
ー
マ
は
、
英
雄
が
一
つ
の
仕
事
を
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、

ま
ず
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
難
の
体
験
と
し
て
も
表
さ
れ
、
英
雄
が

怪
物
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
苦
心
す
る
話
と
し
て
も
多
く
存
在
し
て
い

（
2
2
）

る
。

朝
、
神
の
英
雄
が
東
か
ら
生
ま
れ
、
日
の
車
に
乗
っ
て
天
上
を
運
行
す
る
。

西
で
は
偉
大
な
母
が
待
ち
構
え
て
い
て
彼
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
。
暗
い
夜

が
お
と
ず
れ
、
そ
の
間
に
英
雄
神
は
真
夜
中
の
海
の
底
を
航
海
し
、
夜
の
怪

物
と
凄
ま
じ
い
戦
い
を
し
た
後
、
朝
に
な
る
と
、
再
び
よ
み
が
え
り
束
の
空

に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
死
と
再
生
の

ユ
ン
グ
は
　
『
変
容
の
象
徴
』
　
の
中
で
、
こ
の
太
陽
神
話
を
取
り
上
げ
、
こ
の

暗
い
、
苦
し
い
過
程
を
「
夜
の
海
の
過
程
」
と
名
付
け
た
。
こ
の
ユ
ン
グ
の
太

陽
神
話
の
よ
う
に
、
ロ
ス
コ
の
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
は
、
上
層
の

黒
い
部
分
が
暗
い
雲
が
浮
か
ぶ
闇
夜
の
空
を
表
し
、
下
層
の
グ
レ
ー
の
部
分
が

空
の
下
に
広
が
る
静
か
な
海
を
表
し
て
い
る
と
考
え
た
な
ら
、
こ
の
絵
は
、
ユ

ン
グ
の
苦
し
い
　
「
夜
の
海
の
過
程
」
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ

リ
ッ
プ
ス
夫
妻
が
ロ
ス
コ
の
　
《
N
0
．
－
の
／
タ
ン
ジ
エ
リ
ン
色
の
縁
と
赤
》
　
（
一

九
五
六
年
）
　
（
図
7
）
　
を
購
入
し
た
際
、
ロ
ス
コ
は
　
「
下
の
部
分
の
赤
色
　
（
下

側
の
矩
形
）
　
は
、
生
に
お
け
る
安
ら
か
で
幸
福
な
側
面
を
象
徴
し
て
お
り
、
暗

い
部
分
、
つ
ま
り
上
部
に
あ
る
青
緑
色
の
長
方
形
は
、
暗
い
雲
、
あ
る
い
は
常

に
我
々
を
苦
し
め
る
悩
み
を
表
し
て
い
る
」
　
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ロ
ス
コ
に
と
っ
て
は
、
上
部
に
暗
い
色
が
配
置
さ
れ
る
の
は
必
然
的
だ
っ

た
と
い
え
る
。
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
　
（
図
2
）
　
の
上
部
の
黒
の
層

は
、
黒
一
色
で
は
な
く
、
様
々
な
色
が
混
ぜ
ら
れ
、
光
沢
の
あ
る
豊
か
な
黒
を

演
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
澄
み
切
っ
た
夜
の
空
と
い
う
よ
り
は
、
我
々
を

苛
ま
す
闇
に
浮
か
ぶ
暗
雲
を
、
そ
し
て
無
限
の
深
み
を
表
現
し
て
い
る
と
も
い

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
黒
と
グ
レ
ー
の
2
層
の
間
に
か
ぎ
ろ
い
を
思
わ
せ
る
光

が
微
か
に
差
し
込
ん
で
い
る
。
こ
の
、
か
ぎ
ろ
い
の
光
を
二
層
を
分
け
る
水
平

線
に
含
ま
せ
る
こ
と
で
、
死
を
意
味
す
る
夜
の
海
か
ら
、
夜
が
明
け
る
再
生
、
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復
活
へ
と
変
わ
る
瞬
間
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
風
景
と
は
、
ま
さ
し
く
「
夜
の
海
の
過
程
」
　
で
あ
り
、
夜
の
海

に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
英
雄
が
、
復
活
し
て
ま
た
東
の
空
に
現
れ
る
、
闇

夜
が
明
け
る
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
全
て
を
呑
み
込
む
死
の
象
徴
と
し
て
の
夜
の

海
か
ら
、
日
が
昇
り
、
生
命
を
育
む
生
の
象
徴
と
し
て
の
朝
の
海
へ
と
姿
を
変

え
る
永
遠
不
変
に
繰
り
返
さ
れ
る
生
と
死
の
サ
イ
ク
ル
を
描
い
た
と
い
え
る
。

実
際
に
ロ
ス
コ
は
、
早
朝
の
5
時
か
ら
1
0
時
ま
で
の
午
前
中
に
作
品
を
制
作
し

て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
・
タ
ウ
ン
で
、
海
か
ら
昇
る
日
の

出
を
見
て
、
空
と
海
を
分
け
る
光
の
水
平
線
を
目
の
当
た
り
に
し
、
こ
の
着
想

を
得
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
作
品
数
は
少
な
い
も
の
の
、
下
層
が
茶
色
で

描
か
れ
た
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
の
場
合
で
は
、
上
記
の
内
容
を
当

て
は
め
て
み
る
と
、
ポ
ル
カ
リ
の
指
摘
か
ら
も
、
上
層
を
夜
明
け
の
空
、
下
層

を
母
な
る
大
地
の
地
層
と
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー

に
よ
れ
ば
、
ロ
ス
コ
は
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
に
つ
い
て
、
水
平

線
が
強
調
さ
れ
た
風
景
画
と
し
て
の
情
趣
を
指
摘
さ
れ
た
際
に
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ロ
ス
コ
は
そ
れ
を
認
め
る
も
の
の
、
続
け
て
、

「
こ
れ
ら
の
絵
画
に
お
い
て
は
抽
象
が
勝
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か

に
、
抽
象
的
な
も
の
、
形
而
上
学
的
な
も
の
の
表
現
を
ロ
ス
コ
は
目
指
し
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
表
現
形
態
に
風
景
の
要
素
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
ユ
ン
グ
の
太
陽
神
話
で
は
、
再
生
す
る
の
は
英
雄
で

あ
る
太
陽
で
あ
っ
た
が
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
再
生
す
る

の
は
、
人
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ス
コ
が
最
も
興
味
が
あ
っ
た
の
は
、

人
間
の
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
彼
は
芸
術
に
よ
っ
て
人
間
を
嘔
吐
を
催
す
よ
う
な
世

界
か
ら
救
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
ロ
ス
コ
は
《
ハ
ー
バ
ー
ド
壁
画
》
で
も

《
ロ
ス
コ
・
チ
ャ
ペ
ル
》
に
お
い
て
も
、
図
像
の
配
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
色
の
微

妙
な
変
化
に
よ
っ
て
、
死
と
復
活
を
表
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
《
ダ
ー
ク
・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
ロ
ス
コ
は
設
置
空
間
や
連
作
を
用
い
る
の
で
は
な

く
、
一
枚
の
絵
で
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
具
現
化
し
ょ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
、
ロ
ス
コ
は
マ
ル
チ
フ
ォ
ー
ム
か
ら
ロ
ス
コ
様
式
へ
の
過
渡
期
に
、

こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
雑
誌
に
記
し
て
い
る
。

あ
る
画
家
の
作
品
の
発
展
は
、
そ
の
作
品
が
あ
る
段
階
か
ら
　
（
次
の
）
　
あ

る
段
階
へ
と
時
間
的
経
過
を
辿
る
に
つ
れ
て
明
断
化
し
て
く
る
。
つ
ま
り
画

家
と
彼
の
意
図
の
間
に
あ
る
、
ま
た
そ
の
意
図
と
鑑
賞
者
の
間
に
あ
る
、
あ

ら
ゆ
る
障
害
物
を
取
り
除
く
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
が
は
っ
き
り
し
て

く
る
。
そ
う
い
っ
た
障
害
物
の
例
と
し
て
、
私
は
と
り
わ
け
、
記
憶
、
歴
史
、

幾
何
学
を
挙
げ
た
い
。
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こ
の
言
葉
通
り
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
鮮
や
か
な
色
彩

も
形
態
も
排
さ
れ
、
こ
れ
以
上
は
絵
画
と
し
て
成
立
困
難
な
と
こ
ろ
ま
で
明
晰

化
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
鮮
や
か
な

色
彩
も
矩
形
も
姿
を
消
し
、
ど
の
時
代
で
も
地
域
で
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、

空
、
水
平
線
、
海
を
思
わ
せ
る
3
つ
の
要
素
か
ら
成
る
ロ
ス
コ
独
自
の
普
遍
的

な
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
普
遍
的
な
も
の
を
絵
画
に
表
そ
う
と
し
た
ロ
ス
コ
に
と
っ

て
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
を
描
き
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
海
辺
の
町
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
タ
ウ
ン
で
の
滞
在
に
あ
り
、
そ
の
創
作
に
あ
た

っ
て
具
象
絵
画
時
代
及
び
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
時
代
と
同
様
、
海
か
ら
何
ら
か



の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、
死
と
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
の
元
型
を
醸
成
し

た
と
思
わ
れ
る
。

三
．
ア
メ
リ
カ
の
自
然
と
そ
の
精
神
性

ロ
ス
コ
の
よ
う
に
、
自
然
の
情
景
に
精
神
性
を
見
出
す
と
い
う
の
は
、
も
と

も
と
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
風
景
画
の
発
展
に
大
き
く
貢
献

し
た
ト
マ
ス
・
コ
ー
ル
は
、
「
ア
メ
リ
カ
人
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
の
風
景
の
荘
厳
さ
と
美
し
さ
と
崇
高
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ー
バ
ラ
・
ノ
ヴ
ァ
ツ
ク
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、

崇
高
の
探
究
が
国
民
性
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
の
崇
高
の
感
覚
と
は
、
ア
メ
リ

カ
人
の
心
に
及
ぼ
す
風
景
の
力
と
密
接
に
関
係
し
、
広
大
な
風
景
は
宗
教
の
代

替
物
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
自
然
に

見
る
崇
高
性
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
1
9
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
風
景
画
、

特
に
ハ
ド
ソ
ン
・
リ
ヴ
ア
ー
派
と
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
ル
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
ロ
ス
コ
の
光
を
内
包
し
た
大
気
を
思
わ
す
色
や
筆
遣
い
を
始
め
、

ポ
ロ
ッ
ク
の
西
部
の
平
原
を
想
起
さ
せ
る
ド
リ
ッ
ピ
ン
グ
、
ス
テ
ィ
ル
の
ロ
ッ

キ
ー
山
脈
の
切
り
立
っ
た
峰
々
の
岩
や
そ
の
亀
裂
を
暗
示
さ
せ
る
盛
り
上
が
り

や
削
り
取
ら
れ
た
絵
具
の
テ
ク
ス
チ
ェ
ア
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
広
々
と
し

た
荒
野
で
崇
高
な
も
の
を
求
め
る
直
立
し
た
人
間
を
連
想
さ
せ
る
、
垂
直
に
引

か
れ
た
ジ
ッ
プ
と
い
っ
た
表
現
の
よ
う
に
、
抽
象
表
現
主
義
の
画
家
達
の
作
品

は
、
そ
の
表
現
方
法
に
お
い
て
し
ば
し
ば
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
を
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
は
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
退
廃
的
で
、

盲
目
的
愛
国
主
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
否
定
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
が
無

意
識
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
の
広
大
無
辺
の
雄
大
な
自
然
の
風
景
を
心
の
拠
に

し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
壮
大
、
荘
厳
な
ア
メ
リ
カ

の
自
然
の
風
景
を
精
選
し
、
崇
高
な
感
情
の
喚
起
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
走
着
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
コ
ー
ル
を
始
祖
に
大
画

面
の
絵
画
に
自
然
の
も
つ
精
神
性
、
神
秘
性
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
ハ
ド
ソ

ン
・
リ
ヴ
ァ
ー
派
の
姿
勢
と
共
通
し
て
い
る
。

当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
っ
て
、
人
跡
未
踏
で
荒
々
し
く
原
始
の
ま
ま
で
あ

っ
た
ア
メ
リ
カ
の
光
景
に
心
を
打
た
れ
た
コ
ー
ル
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

「
ア
メ
リ
カ
の
風
景
画
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
」
　
の
な
か
で
、

ア
メ
リ
カ
人
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
風
景
の
荘
厳
さ
と
美

し
き
と
崇
高
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
・
・
・
中
略
・
・
・
自
然
の
美

し
さ
は
神
が
創
り
給
う
た
汚
れ
な
い
作
品
で
あ
り
、
永
遠
の
造
物
を
静
観
す

る
こ
と
は
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
神
の
御
心
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

78

と
述
べ
、
手
付
か
ず
の
大
自
然
の
中
に
、
神
々
の
顕
現
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
の

神
々
し
い
姿
を
見
て
取
り
、
崇
高
さ
と
神
の
存
在
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
は

木
々
や
光
、
大
気
と
い
っ
た
自
然
の
要
素
を
正
確
に
写
実
的
に
写
し
取
り
、
そ

れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
崇
高
さ
や
高
邁
な
感
情
を
浸
透
さ
せ
、

い
わ
ば
合
成
さ
れ
た
理
想
の
風
景
を
創
り
だ
し
た
。
こ
の
風
景
画
を
通
し
て
自

然
と
の
一
体
感
を
感
じ
る
こ
と
で
、
見
る
者
に
宗
教
性
や
崇
高
的
感
情
を
喚
起

さ
せ
よ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
先
験
主
義
的
哲
学
の
存
在
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
コ
ー
ル
は
、
人
間
や
文
明
は
変
わ
り
行
く
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
母
な
る
大
地
を
普
遍
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
《
人
生
行
路
》



（
一
八
四
二
年
）
　
に
お
い
て
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
自
然
を
背
景
に
し
た
風
景

画
の
中
に
、
時
の
移
り
変
わ
り
や
、
人
生
を
描
き
こ
ん
だ
。
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
は
、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
コ
ー
ル
は
、
「
ア
メ
リ
カ
特
有
の
荒
涼
と
し
た
情
景
の
中
に
、

荘
厳
さ
と
い
っ
た
あ
る
何
か
を
自
然
の
中
に
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
神
の
力
と

完
全
さ
の
し
る
し
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

一
万
、
7
レ
デ
リ
ッ
ク
・
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
は
、
師
コ
ー
ル
と
は
対

照
的
に
、
自
然
を
丹
念
に
調
査
し
、
人
物
等
は
配
置
せ
ず
、
忠
実
に
あ
り
の
ま

ま
の
姿
で
描
い
た
。
チ
ャ
ー
チ
に
と
っ
て
自
然
は
、
圧
倒
的
で
畏
怖
の
念
を
抱

か
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
チ
は
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
や
ア
ン
デ
ス
と
い
っ
た

壮
大
で
そ
れ
自
体
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
光
景
　
（
図
8
）
　
を
大
画
面
に
再
現
す
る

こ
と
で
、
そ
れ
を
目
に
し
た
時
の
恐
怖
と
驚
き
、
そ
し
て
畏
敬
の
念
と
い
っ
た

も
の
を
観
客
に
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
ト
ー
マ
ス
・
ム

ー
ア
は
ナ
イ
ア
ガ
ラ
を
目
に
し
た
時
の
感
動
を
母
に
手
紙
で
書
き
送
っ
て
い

る
。

そ
こ
で
は
、
畏
敬
す
べ
き
崇
高
さ
が
私
を
包
み
込
ん
で
き
た
。
私
の
全
て

の
心
と
魂
が
大
い
に
崇
め
ら
れ
る
べ
き
神
性
に
む
か
っ
て
飛
翔
し
た
。

こ
の
雄
大
な
自
然
を
、
チ
ャ
ー
チ
は
大
画
面
に
正
確
に
再
現
し
壮
大
な
風
景

画
を
描
く
こ
と
で
、
見
る
も
の
に
、
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
、
自

然
の
恐
怖
と
美
し
さ
と
神
々
し
さ
を
示
し
、
宗
教
性
や
崇
高
さ
の
感
情
を
喚
起

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

1
9
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
特
に
光
の
効
果
に
関
心
を
も
つ
ル
ミ
ニ
ズ
ム
が
誕

生
し
た
。
ハ
ド
ソ
ン
・
リ
ヴ
ア
ー
派
か
ら
派
生
し
た
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
は
、

単
純
な
構
図
、
微
妙
な
色
彩
効
果
、
そ
し
て
静
認
さ
を
湛
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
の
絵
は
、
大
気
と
光
の
表
現
に
重
点
を
お
き
、
自
然
の
風
景
の
中
に

見
ら
れ
る
瞑
想
的
で
内
省
的
な
情
趣
を
醸
し
出
そ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
ハ
ド

ソ
ン
・
リ
ヴ
ア
ー
派
と
同
じ
志
を
共
有
し
て
い
た
が
、
崇
高
性
の
内
容
に
関
し

て
、
新
た
な
方
向
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
′
し

ア
メ
リ
カ
の
風
景
画
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
自
然
の
中
に
崇
高
性
を
見
出
す

と
い
う
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
崇
高
性
を
表
す
風
景
画
と
し
て
、

ノ
ヴ
ァ
ツ
ク
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
2
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

バ
ー
ク
が
定
義
し
た
畏
怖
、
威
厳
、
無
限
性
、
暗
黒
さ
と
い
っ
た
圧
倒
的
な

存
在
と
対
面
し
た
際
の
恐
怖
感
か
ら
生
じ
る
崇
高
の
概
念
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
他
方
は
前
者
に
よ
っ
て
体
験
さ
せ
ら
れ
る
宗
教
的
体
験
を
瞑
想
的
静
寂
の

中
に
見
出
す
と
い
う
静
か
な
感
情
の
高
揚
に
基
づ
く
崇
高
性
で
あ
っ
た
。
こ
の

2
種
類
の
崇
高
性
を
1
9
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
風
景
画
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
前

者
は
雄
大
な
自
然
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
間
の
驚
情
を
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
性
を

付
与
し
て
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
や
サ
イ
ズ
を
も
っ
て
描
い
た
チ
ャ
ー
チ
や
ビ
ア
ス

タ
ッ
ト
等
の
ハ
ド
ソ
ン
・
リ
ヴ
ァ
ー
派
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者
は
、
自
然
の
中
に

身
を
置
く
人
間
の
姿
を
静
謡
な
空
間
に
措
い
た
ケ
ン
セ
ッ
ト
、
ヒ
ー
ド
、
ギ
フ

ォ
ー
ド
等
の
ル
ミ
ニ
ズ
ム
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
な
抽
象
表
現
主
義
の
作
家
た
ち

は
、
一
九
四
八
年
以
前
に
バ
ー
ク
の
　
『
崇
高
と
美
の
観
念
の
起
源
』
を
す
で
に

読
ん
で
お
り
、
ロ
ス
コ
も
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、

バ
ー
ク
の
指
摘
し
た
自
然
の
中
に
存
在
す
る
崇
高
性
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
実
際
ロ
ス
コ
は
、
「
薄
暮
の
頃
、
大
気
の
中
に
は
、
悲
惨
、
恐

怖
、
挫
折
の
感
覚
が
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
が
一
緒
に
内
在
し
て
い
る
。
僕
は
自

分
の
絵
に
こ
う
し
た
瞬
間
を
も
た
せ
た
い
の
だ
。
」
と
い
う
発
言
も
残
し
て
い
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る
。
一
九
四
八
年
は
、
多
く
の
抽
象
表
現
主
義
の
作
家
達
が
、
独
自
の
表
現
様

式
を
確
立
し
始
め
た
時
期
で
あ
り
、
一
九
四
八
年
一
二
月
号
の
　
『
タ
イ
ガ
ー

ズ
・
ア
イ
』
　
で
は
「
美
術
の
中
で
の
崇
高
な
も
の
の
性
質
」
　
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
組
ま
れ
る
等
、
当
時
彼
ら
の
間
で
崇
高
の
概
念
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
も
、
彼
ら
が
抽
象
画
を
通
し
て
超
越
的
な
も
の

に
到
達
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
窺
え
る
。
ロ
ス
コ
の
茫
漠
と
し
た
空
間
に

雲
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
浮
か
ぶ
色
の
マ
ッ
ス
、
ス
テ
ィ
ル
の
連
続
性
を
示
す
マ

チ
エ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
縦
へ
の
広
が
り
を
示
す
ジ
ッ
プ
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
画

面
内
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
伝
播
し
て
い
く
よ
う
な
オ
ー
ル
オ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ド
リ
ッ

プ
な
ど
は
、
大
画
面
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
果
て
し
な
く
永
久
に
拡
大
し
て
い

く
印
象
を
与
え
、
観
者
を
包
み
込
み
圧
倒
す
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
広
大

で
む
き
出
し
の
自
然
を
暗
示
さ
せ
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
、
彼
ら
が
バ
ー
ク

の
崇
高
論
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ロ
ス
コ
、
ス
テ
ィ
ル
、

ニ
ュ
ー
マ
ン
は
色
彩
に
よ
っ
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
は
う
ね
る
線
描
に
よ
っ
て
、
崇
高

な
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ス
コ
の
絵
画
に
お
い
て
は
、

微
妙
な
色
彩
の
語
調
か
ら
な
る
色
の
調
べ
、
薄
塗
り
の
畢
し
た
筆
触
、
光
を
内

包
し
た
画
面
は
、
大
気
、
光
、
水
を
想
起
さ
せ
、
後
者
の
新
し
い
崇
高
の
概
念

の
要
素
も
現
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
《
シ
ー
グ
ラ
ム
・
ビ
ル
壁
画
》
、
《
ハ
ー

バ
ー
ド
壁
画
》
、
《
ロ
ス
コ
・
チ
ャ
ペ
ル
壁
画
》
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
観
者

は
暗
褐
色
の
大
画
面
に
四
方
を
囲
ま
れ
、
あ
る
種
の
畏
怖
や
戸
惑
い
を
感
じ
る

も
の
の
、
最
終
的
に
静
か
で
澄
ん
だ
瞑
想
体
験
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
画
家
達
に
代
表
さ
れ
る
後
者
の
静
謡
さ
の
中
に
見
る
崇
高
性
を

最
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
だ
と
言
え

る
。

《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
2
層
の
色
面
が
空
と
海
を
、
そ
の

2
層
の
間
に
浸
透
す
る
か
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
水
平
線
が
光
を
想
起
さ
せ

る
が
、
空
、
光
、
水
は
ル
ミ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
重
要
な
構
成
要
素
で
も
あ
っ
た
。

ノ
ヴ
ァ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
美
術
で
は
、
神
の
象
徴
で
あ
る
光
の
精
神

的
変
化
を
表
す
た
め
に
、
光
は
度
々
水
と
連
動
し
て
用
い
ら
れ
、
光
の
源
泉
で

あ
る
空
は
風
景
全
体
の
心
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
と
い
う
。
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の

画
家
達
は
、
こ
の
3
要
素
を
最
も
効
果
的
に
表
す
た
め
に
、
ケ
ン
セ
ッ
ト
の

《
去
り
行
く
嵐
》
（
一
八
七
四
年
）
（
図
9
）
や
ヒ
ー
ド
の
《
黄
昏
の
潮
吹
き

岩
海
岸
》
（
一
八
六
三
年
）
の
よ
う
に
、
大
気
や
光
を
含
ん
だ
水
平
な
色
の
層

か
ら
成
る
単
純
な
構
図
で
作
品
を
措
い
た
。
彼
ら
は
、
空
や
水
を
微
妙
な
色
調

で
措
く
こ
と
で
、
光
や
大
気
と
い
っ
た
自
然
現
象
の
中
で
最
も
実
態
の
な
い
も

の
を
、
触
知
で
き
る
か
の
ご
と
く
描
い
て
い
る
。
こ
の
独
特
の
筆
の
タ
ッ
チ
は
、

ロ
ス
コ
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
ロ
ス
コ
は
初
期
の
ロ
ス
コ
様
式
の
頃
か
ら
、

そ
の
震
え
る
よ
う
に
繊
細
な
筆
触
で
色
の
広
が
り
を
描
き
、
そ
れ
ら
の
作
品
は

大
気
と
光
で
満
ち
て
い
た
。
そ
れ
故
、
特
に
黄
色
や
オ
レ
ン
ジ
と
い
っ
た
明
る

い
色
で
描
か
れ
て
い
る
作
品
は
、
海
や
平
原
の
日
の
出
や
日
没
の
は
か
な
い
空

を
描
い
た
よ
う
に
見
え
、
大
画
面
特
有
の
観
る
者
に
畏
怖
の
念
を
喚
起
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
も
の
の
、
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
作
品
を
連
想
さ
せ
、
畏
敬
の
念
を
喚
起

す
る
と
い
う
よ
り
は
心
地
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
見
る
者
を
郷
愁
へ
と
誘

、
つ
○

《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
様
式
が
明
晰
化
さ
れ
、
茫
洋
と
浮

か
ん
で
い
た
矩
形
が
画
面
か
ら
消
え
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
サ
イ
ズ
も
以

前
に
比
べ
横
の
比
率
が
大
き
く
な
っ
た
（
図
1

0
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
側
に

開
か
れ
た
空
間
と
映
る
。
ま
た
、
鮮
や
か
な
色
彩
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
も
姿
を
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消
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
面
に
は
不
思
議
な
落
ち
着
い
た
静
け
さ
が
漂
っ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
壁
画
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
最
初
に
直
面
す
る
畏
怖
を
感

じ
さ
せ
る
恐
怖
や
不
安
は
な
く
、
穏
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
こ
に
は
、
ニ

ー
チ
ェ
の
ア
ポ
ロ
的
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
せ
め
ぎ
合
い
や
、
壁
画
シ
リ
ー
ズ

に
見
ら
れ
た
圧
倒
感
は
も
う
見
ら
れ
な
い
。
観
者
は
、
深
み
の
あ
る
モ
ノ
ク
ロ

ー
ム
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
広
が
り
に
視
線
を
沈
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
我

の
境
地
に
至
る
神
秘
的
な
自
己
放
棄
を
体
験
す
る
。

《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
上
層
と
下
層
の
間
に
溶
け
込
む
柔

ら
か
な
水
平
の
光
に
よ
っ
て
、
ヒ
ー
ド
の
《
沼
地
の
日
の
出
》
（
一
八
六
三
年
）

（
図
1
1
）
の
よ
う
に
、
太
陽
が
静
か
に
昇
り
、
夜
の
空
を
洗
い
流
し
、
水
面
ま

で
も
照
ら
す
情
景
が
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
の
広
が
り
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い

る
。
第
2
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
が
、
夜
が

明
け
る
と
い
う
厳
か
に
繰
り
返
さ
れ
る
自
然
の
神
秘
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
死
と

復
活
と
い
う
永
遠
の
サ
イ
ク
ル
を
表
現
し
て
い
る
な
ら
、
水
辺
や
海
辺
で
の
日

の
出
や
日
没
等
、
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
静
寂
の
中

に
内
省
的
な
神
秘
性
を
湛
え
て
描
い
た
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
精
神
を
引
き
継
い
で
い

る
と
い
え
る
。

《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
従
来
の
ロ
ス
コ
作
品
に
比
べ
る
と

横
長
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
縦
長
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
も
あ
る
。
そ
れ
を
理
由
に

《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
が
風
景
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
い

う
説
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ケ
ン
セ
ッ
ト
の
晩
年
の
名
作
で
あ
る
《
最
後
の
夏

の
画
業
》
シ
リ
ー
ズ
（
一
八
七
二
年
）
（
図
1

2
）
の
よ
う
に
、
空
の
表
現
性
を

追
究
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
縦
長
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
用
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

空
が
画
面
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
で
、
霧
と
柔
ら
か
な
輝
き
の
中
で
、
繊
細

で
か
す
か
な
変
化
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
色
使
い
の
面
に
お
い
て

も
、
ケ
ン
セ
ッ
ト
の
作
品
は
、
劇
的
な
明
暗
の
対
比
を
避
け
て
、
う
す
い
グ
レ

ー
の
請
が
画
面
全
体
を
包
ん
で
い
る
点
で
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
と

共
通
し
て
い
る
。

ル
ミ
ニ
ス
ト
の
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
空
と
水
の
色
の
帯
と
そ

の
色
面
に
か
す
か
に
差
し
込
む
水
平
線
で
あ
り
、
静
謡
な
画
面
内
の
全
て
の
動

き
は
凍
り
付
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
画
面
を
支
配
す
る
、

そ
の
静
寂
さ
は
、
全
て
の
も
の
を
超
越
し
た
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
ル
ミ
ニ

ズ
ム
の
作
品
の
多
く
に
は
、
画
面
の
風
景
を
見
つ
め
る
人
物
が
手
前
に
小
さ
く

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
自
然
を
前
に
驚
き
や
恐
怖
を
感
じ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
風
景
に
溶
け
込
み
な
が
ら
静
か
に
自
然
と
瞑
想
的
対
話

を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ル
ミ
ニ
ズ
ム
絵
画
に
描
か
れ
て
い
た
人
物
の
役

割
は
、
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
に
お
い
て
は
、
鑑
賞
者
が
担
っ
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
画
家
達
も
そ
の
風
景
の
中
に
ロ
ス
コ

と
同
様
の
主
題
や
精
神
性
を
見
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ム
は
、
ロ
ス
コ
の
芸
術
は
、
ル
ミ
ニ
ス
ト
の
伝
統
を
抽
象
の

流
儀
で
蘇
ら
せ
た
と
述
べ
て
い
る
　
が
、
ロ
ス
コ
の
絵
画
の
中
で
ル
ミ
ニ
ズ
ム

芸
術
に
最
も
近
い
の
は
、
様
式
、
主
題
に
お
い
て
も
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ

ン
グ
》
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
海
の
風
景
が
ロ
ス
コ
の
内

面
に
呼
び
起
こ
し
た
静
け
さ
と
神
秘
性
が
存
在
し
て
い
る
。
ロ
ス
コ
の
《
ダ
ー

ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
は
、
彼
の
当
初
の
芸
術
観
を
支
配
し
て
い
た
伝
統
的

な
崇
高
性
か
ら
出
発
し
て
、
ル
ミ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
に
静
寂
の
中
に
魂
に
訴
え
る

崇
高
性
を
見
出
す
絵
画
を
再
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

自
然
の
風
景
の
な
か
に
存
在
す
る
生
と
死
と
い
っ
た
根
源
的
問
題
や
、
太
古

か
ら
続
く
永
遠
性
、
そ
し
て
崇
高
性
を
、
ロ
ス
コ
が
見
出
し
、
そ
れ
を
精
製
す

る
こ
と
で
、
独
自
の
表
現
様
式
と
し
て
表
し
た
点
に
お
い
て
、
ロ
ス
コ
絵
画
に

お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
に
自
然
の
情
景
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
芸
術
表
現
を
探
求
し
て
い
た
抽
象
表
現
主
義
の
作
家

達
と
も
共
通
し
て
い
た
。
ま
た
、
絵
画
に
崇
高
性
を
付
与
し
よ
う
と
し
、
そ
の

造
形
性
の
基
盤
と
し
て
自
然
の
風
景
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ロ
ス
コ

の
作
品
と
1

9
世
紀
ア
メ
リ
カ
風
景
画
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
中

で
も
《
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
対
し
て
風

景
的
要
素
が
強
く
、
夜
明
け
の
海
の
情
景
が
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
悲
劇
や
畏
怖
を
感
じ
さ
せ
る
崇
高
性
で
は
な
く
、

よ
り
静
謡
な
空
間
で
瞑
想
的
感
情
の
高
揚
を
も
た
ら
し
て
い
る
点
に
お
い
て
ル

ミ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。

註（
1
）
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
R
O
b
e
r
t
R
O
S
e
n
b
－
u
m
㌦
T
h
e
 
a
b
s
t
r
a
c
t
s
u
b
l
i
m
e
〉
】
A
r
へ

と
内
岩
旬
㌫
父
『
e
b
．
）
〉
N
e
w
Y
O
r
k
L
課
P
　
（
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ム
、
神
林
恒
道
・

出
川
哲
郎
共
訳
、
『
近
代
絵
画
と
北
方
ロ
マ
ン
主
義
の
伝
統
』
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八

七
年
。
）
　
や
、
P
a
w
r
e
n
c
e
A
〓
O
W
a
y
㌦
T
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
G
b
－
i
m
e
〉
∵
ト
賢
3
g
A
l
ぎ

J
G
n
e
L
宗
u
t
　
等
が
あ
る
。

（
2
）
　
ロ
ス
コ
絵
画
に
お
け
る
代
表
的
な
様
式
。
一
九
五
〇
年
頃
に
確
立
さ
れ
、
他
の
画
風
と
並

行
し
て
亡
く
な
る
一
九
七
〇
年
ま
で
制
作
さ
れ
た
。
大
き
な
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
用
い
た
平
坦

な
色
面
の
広
が
り
の
中
に
、
輪
郭
を
ぼ
か
し
た
鮮
や
か
な
色
彩
に
彩
ら
れ
た
二
、
三
の
矩

形
が
浮
遊
す
る
作
品
。

（
3
）
ロ
ス
コ
・
チ
ャ
ペ
ル
の
献
堂
自
体
は
一
九
七
一
年
で
あ
る
。

（
4
）
一
九
六
八
年
頃
か
ら
亡
く
な
る
一
九
七
〇
年
ま
で
集
中
的
に
描
か
れ
た
作
品
。
特
徴
と
し

て
は
、
二
層
（
上
層
は
黒
、
下
層
は
グ
レ
ー
も
し
く
は
薄
い
茶
色
）
と
二
層
を
分
け
る
か

す
か
な
水
平
線
か
ら
成
り
、
画
面
の
周
囲
を
白
い
枠
で
囲
ん
で
い
る
。
当
初
、
紙
に
ア
ク

リ
ル
絵
具
で
描
か
れ
て
い
た
が
、
六
九
年
頃
か
ら
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
も
用
い
る
よ
う
に
な

る
。

（
5
）
S
t
e
w
a
a
B
u
e
t
t
n
e
r
〉
A
ヨ
重
さ
宗
S
A
r
叶
う
訂
○
蔓
遠
心
や
h
り
N
Q
）
U
M
I
R
e
s
e
a
r
c
h
P
r
e
s
s
〉

L
O
n
d
O
n
L
諾
－
も
．
∞
－
．

（
6
）
ア
ド
ル
フ
・
ゴ
ツ
ト
リ
ー
ブ
、
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
、
『
肖
像
画
と
近
代
芸
術
家
』
、

W
Z
ぺ
已
ラ
ジ
オ
、
一
九
四
三
年
一
〇
月
一
三
日
放
送
。

（
7
）
J
a
m
e
s
E
．
B
．
B
r
e
s
－
i
n
〉
竜
日
誌
知
○
叶
計
ぎ
A
無
品
云
官
ざ
T
h
e
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
O
f

C
h
i
c
a
g
O
P
r
e
s
s
〉
C
h
i
c
a
g
O
紆
L
O
n
d
O
n
L
諾
い
も
．
切
望
．

（
8
）
M
a
r
y
D
a
ま
s
M
a
c
N
a
u
g
h
t
O
n
㌦
A
d
O
す
h
G
O
t
t
－
i
e
b
‥
H
i
s
L
i
許
a
n
d
と
リ
ー
｝
∵
A
計
首
か

G
O
註
計
か
A
知
監
r
Q
名
栗
計
罵
告
F
c
已
．
）
T
h
e
A
r
t
s
P
u
b
－
i
s
h
e
r
｝
N
e
w
Y
O
r
k
L
芸
－
〉

p
．
巴
．

（
9
）
C
a
r
－
G
．
J
u
n
g
㌦
S
y
m
b
O
－
s
O
f
T
r
a
n
s
才
r
m
a
t
i
O
n
V
∴
O
r
i
g
i
n
a
〓
y
p
u
b
－
i
s
h
e
d
a
s

b
蔓
C
、
岩
～
（
導
〇
、
S
m
〔
訂
c
O
莞
C
訂
琵
〉
M
O
夢
t
｝
Y
a
r
d
a
n
d
C
O
m
p
a
n
y
｝
N
e
w
Y
O
r
k
〉

ニ
弼
二
眼
∵

（
1
0
）
C
a
r
－
G
．
J
u
n
g
㍉
F
c
h
e
t
y
p
e
s
O
r
t
h
e
C
O
E
e
c
t
i
諾
U
n
c
O
n
巽
i
O
u
S
V
〉
）
つ
訂
～
ミ
馬
r
已
訂
ヨ

員
外
訂
竹
篭
∽
S
已
れ
ぎ
F
a
r
r
a
r
a
n
d
R
i
n
e
h
a
阜
H
n
c
．
〉
N
e
w
Y
O
r
k
L
照
準

（
H
）
J
O
h
n
G
r
a
h
a
m
㌔
P
r
i
m
i
t
i
く
e
L
F
t
a
n
d
P
i
c
a
s
s
O
〉
∴
竜
馬
民
訂
屯
阜
A
ネ
A
p
r
i
－
こ
簸
芦

J
O
h
n
G
r
a
h
a
m
㌦
S
y
s
t
e
m
a
n
d
D
i
a
】
e
c
t
i
c
s
O
f
p
↓
t
ジ
買
肇
已
莞
鼠
A
r
叫
）
O
c
t
O
b
e
r
〉

－
り
〕
リ

（
1
2
）
B
u
e
t
t
n
e
r
｝
名
．
C
F
〉
p
．
0
0
N
．

（
1
3
）
B
r
e
s
－
i
n
｝
竜
．
C
叶
r
p
L
筈
．

（
1
4
）
ア
ロ
ウ
ェ
イ
は
、
論
文
の
中
で
こ
の
作
品
を
《
頭
足
類
の
誕
生
》
と
呼
ん
で
い
る
。
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「
a
w
r
e
n
c
e
A
〓
O
W
a
y
㌦
T
h
e
B
i
O
m
O
r
p
h
i
c
F
O
r
t
i
e
s
〉
∴
A
ミ
甘
言
ヨ
ー
く
0
－
．
葛
〉
n
O
L

（
S
e
p
シ
ー
禁
中
p
．
N
N
．

（
1
5
）
旨
己
．
）
p
．
N
N
．

（
1
6
）
S
t
e
p
h
a
n
P
O
－
c
a
r
i
㌔
T
h
e
l
n
t
e
〓
e
c
t
u
a
－
R
0
0
t
S
O
r
A
b
s
t
r
a
c
t
国
名
r
e
S
S
i
O
n
i
s
｝
ゴ
‥
2
訂
r
k

R
O
t
h
k
O
）
）
〉
A
r
叫
毒
口
恥
悪
賢
♪
く
巳
．
崇
（
S
e
p
L
二
等
や

（
1
7
）
河
合
隼
雄
、
『
ユ
ン
グ
心
理
学
入
門
』
、
培
風
館
、
九
〇
頁
。

（
18
）
M
a
r
k
R
O
t
h
k
O
〉
A
d
O
－
p
h
G
O
t
t
－
i
e
b
L
宕
∈
｝
♂
r
か
ヨ
S
e
∽
L
u
〉
J
u
n
e
L
翌
声
（
C
h
a
r
－
e
s

H
a
r
r
i
s
O
n
紆
P
a
u
－
W
0
0
d
）
A
知
づ
ト
≧
づ
諾
○
知
バ
ー
篭
？
b
Q
篭
‥
A
コ
A
ミ
ぎ
訂
聖
〇
、

C
、
岩
義
叫
ぶ
明
記
昌
∽
）
B
－
a
c
k
w
e
－
－
P
u
b
】
i
s
h
i
n
g
）
M
a
－
d
e
n
．
N
吉
山
も
．
試
○
に
再
録
）

へ
1
9
）
ロ
ス
コ
は
死
の
前
年
の
一
九
六
九
年
、
イ
エ
ー
ル
大
学
よ
り
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た

が
、
そ
の
授
与
状
は
、
彼
の
芸
術
の
本
質
で
あ
る
悲
劇
性
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
絵
画
の
新
し
い
様
式
を
確
立
さ
せ
た
数
少
な
い
芸
術
家
の
一
人
に

数
え
ら
れ
る
貴
殿
は
、
今
世
紀
の
芸
術
に
確
固
た
る
地
位
を
確
立
さ
れ
た
。
（
中
略
）
貴

殿
の
作
品
は
単
純
な
フ
ォ
ル
ム
と
荘
厳
な
色
使
い
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
作
品
の
中
に
視

覚
的
に
も
精
神
的
に
も
壮
大
な
も
の
を
達
成
し
、
そ
の
底
流
に
は
す
べ
て
の
人
間
の
存
在

に
お
け
る
悲
劇
的
な
特
性
が
流
れ
て
い
る
（
J
」
（
ヤ
コ
ブ
・
バ
ー
ル
＝
テ
シ
ュ
ー
ヴ
7
、
ミ

ヤ
モ
ト
ト
シ
オ
訳
、
『
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
』
、
ク
ツ
シ
エ
ン
社
、
二
〇
〇
一
二
年
、
L
九
頁
よ

り
抜
粋
）

（
2
0
）
デ
ィ
ヴ
ィ
ツ
ド
・
ア
ン
フ
ァ
ム
、
「
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
の
芸
術
‥
複
雑
の
思
考
の
単
純
化
」
、

デ
イ
ヴ
ィ
ツ
ド
・
ア
ン
フ
ァ
ム
監
修
、
『
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
川
村

記
念
美
術
館
。

（
2
1
）
一
九
四
六
～
一
九
四
九
年

（
2
2
）
河
合
隼
雄
、
前
掲
書
、
一
八
七
頁
よ
り
抜
粋
。
「
夜
の
海
の
過
程
」
に
つ
い
て
は
、
C
．
G
．

ユ
ン
グ
、
野
村
美
紀
子
訳
、
『
変
容
の
象
徴
（
上
）
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
四
一

七
頁
。

（
2
3
）
M
a
ユ
O
r
i
e
P
h
i
E
p
s
｝
b
g
宍
Q
⊇
七
だ
～
～
首
的
白
岩
軋
已
∽
C
已
訂
c
n
S
〉
W
．
W
．
N
O
r
t
O
n
i
n

a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
W
i
t
h
t
h
e
P
h
i
亡
i
p
s
C
O
E
e
c
t
i
O
n
〉
W
a
s
h
i
n
g
t
O
n
D
．
C
．
こ
諾
い
も
．
N
∞
甲

（
2
4
）
D
O
r
e
A
s
h
t
O
n
〉
A
g
已
知
○
叶
、
㌫
○
）
D
a
C
a
p
O
P
r
e
s
s
｝
N
e
w
Y
O
r
k
L
崇
声
p
．
－
害
．

（
2
5
）
一
九
五
八
年
一
〇
月
二
七
日
に
プ
ラ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
で
行
わ
れ
た
ロ
ス
コ

の
講
演
。
A
s
h
t
O
n
〉
竜
．
C
F
）
p
L
怠
．

（
2
6
㌧
ロ
ス
コ
は
自
分
の
作
品
を
ま
と
め
て
展
示
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
も
つ
象
徴
性

を
高
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
▲
芹
で
、
「
郊
外
の
あ
ち
こ
ち
に
、
ち
ょ
っ
と

し
た
場
所
が
あ
れ
ば
良
い
の
に
、
〕
旅
人
や
通
り
す
が
り
の
人
が
、
一
枚
の
絵
が
掛
か
っ
て

い
る
だ
け
の
小
さ
な
．
部
屋
で
、
一
時
間
、
瞑
想
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
小
さ
な
教
会

が
あ
れ
ば
。
」
（
エ
セ
ル
・
シ
ユ
ワ
ー
㌧
ハ
ッ
カ
に
よ
る
ロ
ス
コ
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
．
▲
九

五
四
年
五
月
三
〇
日
。
ア
メ
リ
カ
美
術
資
料
研
究
室
蔵
。
林
寿
美
「
親
密
な
る
場
の
誕
生

－
3
つ
の
壁
画
シ
リ
ー
ズ
」
『
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
川
村
記
念
美
術
館
、

一
九
九
五
年
、
四
八
頁
よ
り
抜
粋
）
と
も
語
っ
て
お
り
、
J
枚
の
絵
に
よ
っ
て
観
音
と
対

話
し
た
い
と
も
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
7
）
（
（
S
訂
訂
m
e
n
t
O
n
E
s
と
t
i
t
u
d
e
F
P
乱
邑
5
．
誓
ヨ
訂
ヨ
腎
「
げ
昏
♪
＜
〇
二
〉
n
〇
．
汐
○
n
b
訂
ユ
澄
p

p
L
T
〓
D
．
W
巴
n
m
旨
〉
旨
ぎ
熟
知
O
S
ぎ
】
り
e
L
笥
P
A
知
e
言
登
発
き
e
も
亡
閑
e
已
l
e
F
〉
N
e
w

d
口
許
こ
笥
∞
も
．
空
．
よ
り
引
用
）

（
2
8
）
エ
イ
プ
ラ
ハ
ム
・
A
・
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
、
桑
原
住
雄
・
桑
原
未
知
世
訳
、
『
ア
メ
リ
カ
美

術
の
歴
史
』
、
パ
ル
コ
出
版
、
一
九
七
六
年
、
六
八
頁
。

（
讐
B
a
r
b
a
r
a
N
O
く
a
k
）
≒
已
§
q
S
軋
C
已
ぎ
1
佗
）
○
担
ぎ
r
d
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
P
r
e
s
s
L
芸
○
）
p
．
〕
∞
．

（
3
0
）
エ
イ
プ
ラ
ハ
ム
・
A
・
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
、
前
掲
書
、
六
八
百
。

（
3
1
）
上
掲
書
、
七
一
頁
。

（
3
2
）
R
O
b
e
r
t
R
O
S
e
n
b
－
u
m
〉
竜
．
C
N
汁
｝
p
．
u
P

（
3
3
）
ヴ
ア
ー
ヴ
ア
ラ
・
ノ
ヴ
ァ
ツ
ク
、
黒
沢
眞
里
子
訳
、
『
自
然
と
文
化
1
ア
メ
リ
カ
の
風
景

と
絵
画
一
八
二
五
～
一
八
五
七
－
』
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
五
～
六

六
頁
。

（
3
4
）
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、
植
松
靖
夫
、
川
野
美
也
子
訳
、
『
美
の
歴
史
』
、
東
洋
書
林
、
二

〇
〇
五
年
、
「
第
1

1
章
崇
高
」
（
二
七
五
～
二
九
七
頁
）
も
参
照
。

（
3
5
）
エ
ド
モ
ン
ド
・
バ
ー
ク
、
中
野
好
之
訳
、
『
崇
高
と
美
の
観
念
の
起
源
』
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
九
年
〔
）

（
3
6
）
ア
ー
ビ
ン
グ
・
サ
ン
ド
ラ
ー
、
「
抽
象
表
現
主
義
」
、
『
抽
象
表
現
主
義
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
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セ
ゾ
ン
美
術
館
、
一
九
九
八
年
、
一
▲
○
頁
。

（
3
7
）
　
A
s
h
t
O
n
〉
竜
．
C
れ
㌻
p
L
烏
．

（
3
8
）
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
、
ゼ
リ
グ
マ
ン
、
マ
ザ
ウ
エ
ル
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
デ
イ
ヴ
ィ

ッ
ド
・
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
、
ニ
コ
ラ
ス
・
カ
ラ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ン
の
6
名
。
当
時

ロ
ス
コ
は
、
マ
ザ
ウ
エ
ル
と
、
後
に
棟
を
分
か
つ
ニ
ュ
ー
マ
ン
と
親
交
が
深
く
、
お
互
い

の
芸
術
論
を
語
り
合
っ
て
い
た
〔
ノ

（
3
9
）
　
マ
ザ
ウ
エ
ル
の
よ
う
に
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
が
指
摘
し
た
、
高
揚
し
た
も
の
、
高
遠
な
も
の
と

い
っ
た
　
「
偉
大
な
心
の
反
響
」
　
を
崇
高
と
捉
え
た
者
も
い
た
が
、
当
時
の
多
く
の
者
は
、

バ
ー
ク
や
ニ
ー
チ
ェ
の
　
「
恐
ろ
し
き
も
の
」
　
を
崇
高
さ
の
最
善
の
表
現
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
、
「
誰
の
」
崇
高
さ
の
概
念
の
に
つ
い
て
自
分
が
共
鳴
し
て
い
る
の
か
を
混

乱
し
て
い
る
者
が
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
（
ド
リ
ー
・
ア
シ
ユ
ト
ン
、
南
條
彰
宏
訳
、

『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ス
ク
ー
ル
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
二
五
八
頁
っ
）

（
4
0
）
　
ノ
ヴ
ァ
ッ
ク
、
前
掲
書
、
六
五
真
。

へ
4
1
）
　
R
O
S
e
n
b
－
u
m
u
竜
．
C
N
h
．

一84－

芦
田
彩
葵
　
（
あ
し
だ
・
あ
き
）

二
〇
〇
三
年

二
〇
〇
四
年

一
言
）
〇
六
年

神
戸
大
学
文
学
部
卒
業

ロ
ン
ド
ン
大
学
デ
ィ
プ
ロ
マ
取
得

神
戸
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
　
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研

究
科
在
学
中

九
月
よ
り
熊
本
市
現
代
美
術
館
学
芸
員
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図1　マーク・ロスコ、《No．14≫、1955

年、油彩、カンヴァス、167．6×

104．3cm、個人蔵

図2　マーク・ロスコ、《無題　グレー

の上の黒≫、1969－70年、アクリル、

カンヴァス、203．8×175．6cm、グ

ツゲンハイム美術館

図3　マーク・ロスコ、《記憶の触覚》、

1945－46年、水彩、インク、紙、

55．3×76．2cm、サンフランシスコ

近代美術館
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図4　マーク・ロスコ、《無題≫、1945

年、油彩、カンヴァス、56．2×

76．5cm、クリストファー・ロスコ蔵

図5　マーク・ロスコ、《海のファンタ

ジー≫、1946年、油彩、カンヴァ

ス、111．8×91．8cm、ワシントン、

ナショナルギャラリー

図6　マーク・ロスコ、《海辺の風景≫、

1927年、油彩、ボードに裏打ちし

たカンヴァス、37．2×41cm、リー

ドカレッジ、ダグラス　F．クーリ

ー記念美術館



図8　フレデリック・エドウィン・チャーチ、《ナイアガラ≫、1857年、　　図7　マーク・ロスコ、《No．16

油彩、カンヴァス、107．0×229．0cm、コーコラン美術館 （タンジェリン色の緑と

赤）≫、1956年、油彩、
カンヴァス、237．9×

175．9cm、フィリップ

ス・コレクション

図9　ジョン・F．・ケンセット、《去り行く嵐》、1874年、油彩、カンヴァス、28．9×62．2cm、

メトロポリタン美術館
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図10　マーク・ロスコ、《無題≫、1969年、油彩、カンヴァス、

アクリル、177．2×297．2cm、クリストファー・ロスコ蔵

図12　ジョン・F．・ケンセット、　図11マーティン・ジョンソン・ヒード、《沼地の日の出》、1863年、

《ロングアイランドの入り　　　　　油彩、カンヴァス、66．1×127．6cm、フリント・インステイテ

江に迫る嵐≫、1872年、　　　　　ユート

油彩、カンヴァス、87．6×

69．2cm、メトロポリタン

美術館
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