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異
国
趣
味
と
真
正
さ

　
　
― 

第
二
帝
政
期
フ
ラ
ン
ス
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
画
像
に
お
け
る
「
場
所
」
の
意
味

上
村 
博

緒　
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
他
国
に
先
駆
け
て
文
化
遺
産
の
制
度
化
が
進
ん
だ
。
ま
た
国

内
に
残
る
史
跡
や
記
念
物
が
、
そ
の
地
の
風
土
と
あ
わ
せ
て
関
心
を
集
め
、
多
く
の
案
内
書
、

紀
行
文
、
写
真
が
制
作
さ
れ
た
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
か
ら
次
第
に
高
ま
っ
て
い
た
異
国
へ
の

旅
行
的
な
関
心
が
明
確
に
文
化
的
な
慣
習
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
。
一
方
で
、

そ
う
し
た
土
地
へ
の
美
的
関
心
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
存
在
感
を
増
し

て
ゆ
く
美
術
館
と
い
う
新
し
い
特
殊
な
場
所
を
巡
る
論
争
も
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
代
表
す
る
よ
う
な
、
博
物
館
、
美
術
館
へ
の
作
品
の
蒐
集
を

是
と
す
る
立
場
と
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
＝
ク
リ
ゾ
ス
ト
ム
・
カ
ト
ル
メ
ー
ル
・
ド
・
カ
ン
シ
が

代
表
す
る
よ
う
な
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
反
対
し
、
芸
術
作
品
と
そ
れ
が
生
ま
れ
た
土
地
と
の

結
び
つ
き
を
重
要
視
す
る
立
場
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
十
世
紀
以
降
も
繰
り
返
さ
れ

る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
自
律
的
な
作
品
空
間
と
土
地
に
根
ざ
し
た
記
念
物
と
の
対
立
の
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
「
場
所
」
に
関
す
る
認
識
の
曖
昧
さ
が
も
た
ら
し
た
偽

問
題
で
あ
る
。
本
論
文
の
ひ
と
つ
の
目
的
は
、
こ
の
曖
昧
さ
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
的
、
文
学
的
ト
ポ
ス
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
た
「
場

所
」
と
、
現
実
の
生
活
や
政
治
の
「
場
所
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
意
味
が
、
と
り
わ
け
十
九
世

紀
を
通
じ
て
混
淆
し
て
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
本
稿
に
は
も
う
ひ
と
つ

の
目
的
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
場
所
」
の
意
味
の
両
義
性
が
、
十
九
世
紀
後
半
の
土
地

景
観
へ
の
強
い
関
心
や
写
真
画
像
の
普
及
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
形
を
と
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
民
国
家
の
物
語
で
あ
る
「
土
地
」
の
像
と
、
十
九
世
紀
半
ば
か

ら
急
速
に
普
及
す
る
土
地
へ
の
視
覚
的
関
心
と
の
ズ
レ
は
、
一
方
で
言
語
と
画
像
と
の
表
現

モ
ー
ド
の
相
違
で
あ
る
と
と
も
に
、
旅
行
や
写
真
術
に
よ
っ
て
、
特
定
の
場
所
の
具
体
的
な

視
覚
的
再
現
が
、
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
と
は
異
な
る
し
か
た
で
、
新
し
い
場
所
性
を
も

た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
う
し
た
具
体
的
な
場
所
そ
の
も
の
へ
の
関
心
は
、
土
地

を
離
れ
る
こ
とdépaysem

ent

と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
一
見
お
と
ぎ
話
風

の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
画
や
紋
切
り
型
の
観
光
写
真
に
も
、「
真
正
な
も
の
」
あ
る
い
は

「
現
実
」へ
の
切
実
な
欲
求
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は
十
九
世

紀
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
に
至
る
ま
で
近
代
都
市
生
活
者
が
場
所
に
向
け
る
感
性
の
特
性
で

あ
る
こ
と
も
示
し
た
い
。

　
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
期
に
見
ら
れ
る
異
国
の
画
像
表
現
を
例

と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
如
何
に
従
来
の
物
語
に
沿
い
つ
つ
も
、
新
た
な
物
語
や
物
語
を

逃
れ
出
す
も
の
を
包
蔵
し
て
い
る
か
を
考
え
る
。
第
二
帝
政
期
に
重
心
を
置
く
の
は
、
こ
の

時
期
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
「
場
所
」
の
新
た
な
経
験
を
作
り
出
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

勿
論
、
そ
の
よ
う
な
文
化
的
な
傾
向
が
政
治
体
制
と
し
て
の
第
二
帝
政
と
厳
密
に
同
期
し
て

発
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
前
後
の
出
来
事
も
話
題
に
挙
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

例
え
ば
、ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
交
通
政
策
や
植
民
地
政
策
に
よ
り
生
じ
た
人
の
移
動
、二
度
の

万
国
博
覧
会
で
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
展
示
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
続
々
と
生
ま
れ
た
百
貨
店
で

の
珍
し
い
産
物
の
販
売
、
各
地
の
歴
史
記
念
物
や
風
景
が
格
好
の
題
材
だ
っ
た
写
真
家
た
ち

の
活
動
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
伝
聞
の
域
に
し
か
な
か
っ
た
国
内
外
の
諸

地
域
が
、
物
質
的
な
水
準
で
身
近
な
も
の
に
変
わ
っ
た
の
が
第
二
帝
政
期
で
あ
る
。
諸
地
域

の
伝
統
や
文
化
が
具
体
的
な
姿
で
意
識
さ
れ
だ
し
た
こ
の
時
期
、
画
像
の
作
り
手
た
ち
に
と

っ
て
「
場
所
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、

本
論
は
以
下
の
よ
う
な
章
構
成
を
と
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
十
八
世
紀
以
降
、
特
定
の

場
所
が
そ
れ
固
有
の
芸
術
を
生
み
出
す
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
、
自
明
の
も
の
に
な
っ
て

い
っ
た
経
緯
を
辿
ろ
う
。
つ
づ
い
て
第
二
章
で
は
、
当
時
の
流
行
り
物
だ
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ス
ム
の
絵
画
や
写
真
の
描
く
異
国
の
土
地
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
作
ら
れ
た
の
か
、
し
か

し
ま
た
ど
の
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
文
脈
と
は
異
な
る
性
質
を
持
つ
の
か
を
確
認
し
よ

う
。
ま
と
め
と
し
て
第
三
章
で
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
多
く
作
ら
れ
た
異
国
の

画
像
が
「
場
所
」
の
真
正
さ
を
欲
求
す
る
心
性
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
い
。

一
　
詩
的
ト
ポ
ス
か
ら
地
理
的
ト
ポ
ス
へ

　
あ
る
土
地
や
そ
の
住
民
と
芸
術
的
表
現
の
特
徴
と
を
関
係
づ
け
る
考
え
方
は
洋
の
東
西
を

問
わ
ず
古
い
。
中
国
の
『
詩
経
』「
国
風
」
も
各
地
の
民
謡
を
国
ご
と
に
分
類
し
て
い
る
。
勿

論
、
お
そ
ら
く
中
央
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
際
に
文
学
的
修
辞
が
多
分
に
施
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
土
地
そ
れ
ぞ
れ
に
詩
の
性
格
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
や
は
り
諸
国
そ
れ
ぞ
れ
に

特
徴
あ
る
音
楽
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
と
同
じ
く
、
中
国
古
来
の
基
本
的
な
表
出
理
論
で
あ
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国
家
と
い
う
政
治
形
態
が
普
通
に
な
る
な
か
で
、
国
家
単
位
の
文
化
的
伝
統
が
志
向
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
偶
然
的
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
の
な
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
に
し
か
る
べ
き
由
緒
、
来
歴
を
持
ち
、
外
国
と
は
異
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ

必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
典
型
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
共
和
国
政
府
で

文
化
財
行
政
に
携
わ
っ
た
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
の
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
グ
レ

ゴ
ワ
ー
ル
は
革
命
期
の
混
乱
で
起
き
た
記
念
物
の
破
壊
を
「
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
」（
ロ
ー
マ
帝
国

末
期
に
略
奪
破
壊
で
悪
名
を
馳
せ
た
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
に
由
来
）
と
名
付
け
て
非
難
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、

彼
が
フ
ラ
ン
ス
に
残
る
記
念
物
の
保
存
を
主
張
す
る
最
大
の
目
的
は
、
そ
れ
が
共
和
国
に
至

る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
（1）
。
そ
の
後
、
一
八
三
〇
年

に
七
月
王
政
の
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
ギ
ゾ
ー
は
歴
史
記
念
物
監
察
官
の
職
を
新
設
し
、
各
地

で
倒
壊
、
破
却
の
恐
れ
の
あ
る
歴
史
記
念
物
の
保
護
を
目
指
し
た
。
後
日
、
ギ
ゾ
ー
は
自
ら

の
日
頃
の
信
条
を
こ
う
記
す
。「
私
は
今
日
の
我
々
の
社
会
に
奉
仕
す
る
な
か
で
、次
の
こ
と

を
心
が
け
て
い
た
。
我
々
の
古
い
記
憶
や
古
い
習
慣
に
対
す
る
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
社

会
に
対
す
る
公
正
で
共
感
す
る
思
い
を
我
々
の
う
ち
に
ふ
た
た
び
取
り
戻
す
こ
と
を
。
古
い

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
、
十
五
世
紀
に
わ
た
り
営
々
と
そ
し
て
輝
か
し
く
生
き
続
け
て
、
我
々

が
受
け
取
っ
た
文
明
の
遺
産
を
蓄
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
過
去
の
忘
却
と
軽
蔑
は
一

国
民
に
と
っ
て
深
刻
な
混
乱
で
あ
り
、
甚
だ
し
い
衰
退
で
あ
る
（2）
。」

　
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
る
と
い
う
政
策
的
な
理
由
も
包

摂
す
る
、よ
り
根
本
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、芸
術
は
永
遠
不
変
の
理
想
を
繰
り
返
す
と

い
う
よ
り
も
、
特
定
の
空
間
、
時
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
発
現
す
る
、
と
い
う
考

え
方
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
。
国
民
の
言
語
や
歌

謡
、
叙
事
詩
を
重
視
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
家
族
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
言
語
が
発
達
し
、
そ

し
て
各
民
族
の
結
束
の
た
め
に
詩
が
歌
わ
れ
た
と
語
る
（3）
。
そ
の
少
し
前
（「
近
年
の
ド
イ
ツ

文
学
に
関
す
る
断
片
集
」（
一
七
六
六
年
）
に
彼
は
こ
う
も
書
い
て
い
る
。「
木
が
そ
の
根
か
ら
成

長
す
る
よ
う
に
、
芸
術
、
言
語
、
そ
し
て
科
学
は
そ
の
起
源
か
ら
成
長
す
る
。
種
子
の
な
か

に
、
植
物
は
そ
の
各
々
の
部
分
と
と
も
に
潜
ん
で
お
り
、
精
子
の
う
ち
に
生
き
物
は
す
べ
て

の
肢
体
と
と
も
に
潜
ん
で
い
る
（4）
。」
こ
の
根
か
ら
成
長
す
る
植
物
の
比
喩
は
、
の
ち
に
ユ
ゴ

ー
が
「
地
方
色
」
に
つ
い
て
語
る
際
に
も
用
い
て
い
る
。「
地
方
色
が
あ
る
の
は
ド
ラ
マ
の
表

面
に
で
は
な
く
、
作
品
の
内
奥
、
作
品
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
地
方
色
は
そ
こ
か
ら
お
の

ず
と
外
へ
と
あ
ら
わ
れ
、
自
然
に
、
等
し
く
、
い
わ
ば
ド
ラ
マ
の
端
々
に
出
現
す
る
。
ち
ょ

う
ど
根
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
た
樹
液
が
梢
の
葉
っ
ぱ
に
も
行
き
渡
る
よ
う
に
（5）
。」
芸
術
は
芸

る
。『
楽
記
』
に
い
う
よ
う
に
、
人
の
情
が
動
い
て
声
と
な
り
音
と
な
り
、
や
が
て
形
と
し
て

現
れ
た
の
が
音
楽
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
日
本
の
雅
楽
の
国
風
歌
舞
も
、
そ
れ
に
な
ら

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
音
楽
で
も
、
ド
ー
リ
ア
人
、
プ
リ
ュ
ギ
ア
人
、
リ

ュ
デ
ィ
ア
人
と
い
っ
た
民
族
名
と
音
階
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
西
洋
建
築
の
領
域
で
も
同

様
で
あ
る
。
ド
ー
リ
ア
式
、
イ
オ
ー
ニ
ア
ー
式
、
コ
リ
ュ
ン
ト
ス
式
、
さ
ら
に
後
に
は
ト
ス

カ
ー
ナ
式
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
オ
ー
ダ
ー
（
建
築
物
の
構
成
要
素
や
装
飾
の
様
式
）
は
、そ
れ
ぞ
れ

の
民
族
な
い
し
土
地
に
由
来
し
た
命
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
地
と
そ
の
生
み
出
し
た
文
化

と
の
照
応
関
係
は
ご
く
自
然
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
必

ず
し
も
、
そ
の
名
が
由
来
す
る
土
地
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
コ
リ
ュ
ン
ト
ス
式
オ

ー
ダ
ー
は
世
界
中
に
見
ら
れ
る
し
、
雅
楽
の
隼
人
歌
は
む
し
ろ
九
州
の
音
楽
と
は
言
え
な
い
。

地
名
は
作
品
の
性
格
を
何
と
な
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
出
自
を
強
調
す
る
も
の
と
い

う
よ
り
は
、
一
種
の
ジ
ャ
ン
ル
名
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
芸
術
作
品
と
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
土
地
と
の
関
係
が
当
然
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
日
本
美
術
史
」「
イ
タ
リ
ア
美
術
史
」「
ド
イ
ツ
音
楽
」
と
い
っ
た
言
葉

が
、
ほ
と
ん
ど
何
の
疑
問
も
差
し
挟
ま
れ
ず
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
、「
国
家
」
の
名
前

が
冠
せ
ら
れ
た
芸
術
の
区
分
が
生
ま
れ
る
の
は
、
十
八
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
若
い
日
の
ゲ
ー
テ
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
大
聖
堂
を
前
に
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
ド
イ

ツ
建
築
の
典
型
だ
と
叫
ぶ
（「
ド
イ
ツ
建
築
に
つ
い
て
」
一
七
七
三
年
）。
ま
た
一
八
三
四
年
に
焼
失
し

た
イ
ギ
リ
ス
国
会
議
事
堂
の
再
建
に
際
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て

ネ
オ
・
ゴ
シ
ッ
ク
の
ス
タ
イ
ル
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
バ
リ
ー
案
が
選
ば
れ
る
（
一
八
三
六
年
）。
か

つ
て
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
的
な
作
品
を
規
範
と
す
る
文
化
的
趣
味
が
広
く
各
国
の
宮

廷
に
共
有
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
土
着
の
文
化
は
好
奇
な
ま
な
ざ
し
で
眺
め
ら

れ
る
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
芸
術
の
所
産
に
古
典
的
、
普
遍
的
な
規
範
を
認
め
る
考
え

方
は
、
十
八
世
紀
以
後
は
、
そ
の
権
威
を
あ
る
程
度
保
持
し
な
が
ら
も
、
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
否
む
し
ろ
、
古
典
の
規
範
性
は
姿
を
隠
し
た
ま
ま
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
た
る
諸
国
民
の
文
化
芸
術
が
、
ひ
と
つ
の
普
遍
的
な
芸
術
の
歴
史
へ
と
編
成
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
我
々
に
馴
染
み
の
教
科
書
的
な
芸
術
史
、
す
な
わ
ち
各

国
そ
れ
ぞ
れ
に
芸
術
の
歴
史
が
あ
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
大
き
な
歴
史
の
時
間
軸
が
共

有
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
構
図
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
が
十
九
世
紀
に
か
け
て
次
第
に
通
念

と
な
り
、
ま
た
美
術
館
や
美
術
史
教
育
と
い
っ
た
制
度
に
反
映
し
て
い
っ
た
。

　
今
日
も
保
た
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
構
図
が
成
立
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、勿
論
、国
民
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に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
舞
台
や
衣
裳
、
楽
曲
の
節
回
し
に
地
方
色
を
凝
ら
し
て

も
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
場
所
の
経
験
で
は
な
い
。
翻
っ
て
、
実
の
と
こ
ろ
「
現

実
」
の
場
所
の
経
験
す
ら
も
原
理
的
に
文
化
に
規
定
さ
れ
た
部
分
が
多
く
（
た
だ
文
化
が
土
地
の

経
験
を
完
全
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、ま
た
そ
の
規
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
重
要
な
の
だ
が
）、い
わ
ば
「
現

実
の
経
験
」
と
い
う
ト
ポ
ス
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
律
的

な
詩
的
世
界
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
の
ト
ポ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
地

理
上
の
特
定
の
場
所
の
な
か
に
芸
術
と
い
う
営
み
が
取
り
込
ま
れ
る
、
と
い
う
事
態
が
生
じ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ト
ポ
ス
の
転
換
に
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
そ
の
人
の
教
養
で

も
言
葉
遣
い
で
も
な
く
、
何
よ
り
も
そ
の
身
体
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
新
し
い

情
況
が
反
映
し
て
い
る
。
身
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
人
間
の
心
理
的
特
徴
も
読
み
解
け
る
と
い

う
フ
ィ
ジ
オ
ノ
ミ
ー
も
そ
う
だ
し
、
ま
た
人
間
の
身
体
が
本
来
位
置
す
べ
き
場
所
、
た
と
え

ば
家
庭
や
故
郷
や
祖
国
と
い
っ
た
特
定
の
場
所
に
帰
属
す
る
こ
と
こ
そ
が
正
常
で
健
康
な
あ

り
か
た
と
考
え
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
個
人
と
そ
の
身
体
の
あ
り
か
と
を
結

び
つ
け
る
考
え
に
は
ス
イ
ス
や
イ
タ
リ
ア
、
さ
ら
に
は
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
旅
行
経
験
や
土
地

の
画
像
表
現
の
普
及
も
与
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（6）
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
ら

の
新
し
い
経
験
は
地
理
的
ト
ポ
ス
そ
の
も
の
も
は
み
だ
す
意
味
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
次
章
で
は
、
特
に
旅
行
と
画
像
の
も
た
ら
し
た
「
場
所
」
の
新
し
い
感
性
を
、
ジ
ェ

ロ
ー
ム Jean -Léon G

érôm
e

や
ジ
ー
ム Félix Z

iem

と
い
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
画
家

を
中
心
に
論
じ
よ
う
。

二
　「
場
所
」
の
感
覚

　
か
つ
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
画
は
美
術
史
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
画
家
た
ち
の
つ
き
な
み
な
主
題
で
あ
り
、
ま
た
売
り
絵
で
あ
っ
て
、
印
象

派
か
ら
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
抽
象
絵
画
へ
と
進
展
す
る
歴
史
を
語
る
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
と
っ

て
は
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
過
去
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
サ
イ
ー
ド

の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
八
年
）、
ま
た
絵
画
に
関
し
て
は
と
り
わ
け
リ
ン
ダ
・
ノ
ッ

ク
リ
ン
の｢

幻
想
の
オ
リ
エ
ン
ト
（7）｣

（
一
九
八
九
年
）
以
降
、
西
洋
近
代
が
自
ら
の
欲
望
を
恣

意
的
に
投
影
し
た
恰
好
の
例
と
し
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
画
が
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
。
何
百
年
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
歴
史
的
な
風
景
、
刀
を
手
に
し
た
屈
強
な
男
た

ち
、
豪
奢
な
室
内
で
寝
そ
べ
る
女
性
た
ち
、
そ
う
し
た
画
像
が
溢
れ
る
絵
画
に
は
、
西
洋
が

術
の
世
界
と
そ
の
歴
史
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
本
に
は
土
地
と
民
族
が
あ
る
。

歴
史
の
動
き
や
個
人
の
感
情
を
重
視
す
る
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

ア
ル
プ
ス
の
南
の
古
典
世
界
が
標
準
な
の
で
は
な
い
。
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
、
英
語
や
ド
イ

ツ
語
で
も
良
い
。
半
円
ア
ー
チ
で
な
く
て
も
、
尖
頭
ア
ー
チ
で
も
良
い
。
文
化
は
各
々
の
土

地
や
民
衆
に
根
ざ
し
て
生
ま
れ
、
花
開
く
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
土
地
と
文
化
芸
術
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
の
の
ち
二
〇
世
紀
、
二
十
一
世
紀
に

な
っ
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
都
度
、
フ
ラ
ン
ス
だ
ろ
う
が
ド
イ
ツ
だ

ろ
う
が
、
日
本
だ
ろ
う
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
文

化
の
特
徴
と
土
地
や
民
族
の
特
徴
と
を
簡
単
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

文
化
や
芸
術
は
そ
も
そ
も
地
域
や
時
代
を
超
え
て
学
習
さ
れ
、
移
植
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で

あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
然
に
対
し
て
、
後
天
的
に
習
得
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
芸
術
で
あ
り
、

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
成
長
さ
せ
る
も
の
が
文
化
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
が
ど
れ

だ
け
フ
ラ
ン
ス
に
負
っ
て
い
る
か
は
英
語
の
語
彙
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

文
化
も
、
絵
画
や
建
築
だ
け
で
な
く
食
文
化
も
イ
タ
リ
ア
に
学
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
し
て
古
代
ロ
ー
マ
人
が
ギ
リ
シ
ャ
人
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
や
エ
ジ
プ
ト
人

に
多
く
学
ん
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ

ぞ
っ
て
本
家
争
い
を
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
も
、
そ
も
そ
も
ど
こ
か
の
単
一
国
家
の
内
側
に
収

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
政
治
的
な
境
界
と
文
化
的
な
境
界
は
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
で
も
、
土
地
と
文
化
と
の
、
あ
る
い
は
民
族
と
芸
術
と
の
繋
が
り
は
、
十
九
世
紀
以

降
極
め
て
鞏
固
な
ま
ま
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
の
神
話
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代

に
も
い
ま
だ
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
に
は
無
論
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
最
終
章
で
あ

ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
と
し
て
、
本
章
で
は
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
古

く
か
ら
土
地
や
そ
の
土
地
の
住
民
と
芸
術
の
特
徴
的
な
性
格
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
様
式
的
な
概
念
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
詩
的
な

世
界
の
な
か
で
の
ト
ポ
ス
（
話
題
＝
場
所
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、ど
こ
の
土
地
の
住
人
で
あ
れ
、

そ
の
様
式
の
名
を
借
り
て
楽
曲
や
詩
を
作
る
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

十
九
世
紀
を
通
じ
て
固
ま
っ
て
き
た
信
念
で
あ
る
土
地
や
国
と
芸
術
と
の
強
い
絆
は
、
現
実

の
生
活
や
政
治
が
な
さ
れ
る
空
間
で
あ
る
土
地
と
芸
術
の
出
自
と
を
一
致
さ
せ
る
。「
場
所
」

は
詩
的
ト
ポ
ス
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
地
理
的
な
意
味
で
の
ト
ポ
ス
の
相
貌
を
帯
び
て
く

る
。「
相
貌
を
帯
び
る
」
と
書
い
た
の
は
、実
際
に
は
芸
術
作
品
の
主
題
や
形
式
に
あ
ら
わ
れ

た
「
場
所
」
は
、
結
局
「
場
所
」
の
像
で
し
か
な
く
、
仮
構
的
な
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
）
性
格
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ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
は
十
代
で
ド
ラ
ロ
ー
シ
ュ
の
も
と
で
学
び
、
と
も
に
イ
タ
リ
ア
に
行
く
。

そ
し
て
弱
冠
二
三
才
の
と
き
サ
ロ
ン
展
に
出
し
た《
鶏
を
戦
わ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
の
若
者
た
ち
》

で
名
を
挙
げ
た
。
そ
の
後
彼
は
一
八
五
四
年
に
ト
ル
コ
、
一
八
五
六
年
に
は
エ
ジ
プ
ト
へ
と

赴
く
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
同
行
し
た
友
人
た
ち
の
な
か
に
写
真
家
も
お
り
、
彼
自
身
の
ス
ケ
ッ

チ
と
と
も
に
写
真
が
そ
の
後
の
制
作
の
糧
と
な
る
。
そ
の
後
六
〇
年
代
に
も
二
回
エ
ジ
プ
ト

に
行
っ
て
資
料
を
集
め
て
い
る
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
作
品
は
特
に
そ
の
細
密
な
描
写
が
名
高
い
。

輪
郭
線
で
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
人
体
、
細
部
に
至
る
ま
で
克
明
に
再
現
さ
れ
た
建
築
、

入
り
組
ん
だ
色
彩
の
室
内
装
飾
や
衣
裳
な
ど
、
描
写
の
技
術
は
極
め
て
精
巧
で
あ
る
（
図
１
）。

彼
は
写
真
術
を
高
く
評
価
し
、「
写
真
は
我
々
の
目
を
開
か
せ
、
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
か
っ

た
も
の
を
見
つ
め
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
芸
術
に
も
た
ら
さ
れ
た
重
要
で
評
価
す
べ
き
貢
献

で
あ
る
。
写
真
の
お
か
げ
で
よ
う
や
く
真
実
は
潜
ん
で
い
た
井
戸
か
ら
出
て
き
た
。
も
は
や

そ
こ
に
戻
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
（13）
」
と
述
べ
、
写
真
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
現
実
の
記
録

を
重
宝
し
た
。
さ
ら
に
は
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
の
連
続
写
真
に
も
関
心
を
持
っ
た
（14）
。
ち
な
み
に
、

二
〇
一
〇
年
に
パ
リ
で
開
か
れ
た
大
規
模
な
回
顧
展
で
は
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
再
評
価
や
弁
護

と
い
う
よ
り
も
、
美
術
の
近
代
主
義
を
嫌
っ
た
彼
が
逆
説
的
に
近
代
の
画
像
産
業
の
な
か
で

制
作
し
て
い
た
様
子
を
多
角
的
に
示
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
（15）
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
は
写
真
画
像

に
基
づ
き
、
ま
た
写
真
画
像
を
再
構
成
し
て
作
品
を
制
作
し
た
。
他
方
で
、
そ
の
作
品
は
リ

ト
グ
ラ
フ
や
写
真
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
て
広
く
販
売
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
史
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

劇
映
画
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
回
顧
展
が
パ
リ
に
巡
回
す
る
前
に
開
催
さ
れ
た
ゲ
テ
ィ

美
術
館
で
は
、「
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
芸
術 

（Spectacular A
rt

）」

と
い
う
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
（
フ
ラ
ン
ス
で
も
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
な
っ
た
歴
史
」）。

　
デ
ビ
ュ
ー
当
時
か
ら
す
で
に
「
細
部
の
過
剰
な
精
確
さ
（16）
」
が
評
判
だ
っ
た
彼
の
絵
画
は
、

一
方
で
彼
が
嫌
っ
た
印
象
派
の
絵
画
が
評
価
を
高
め
る
の
に
反
比
例
し
て
、
美
術
の
歴
史
の

な
か
で
旧
弊
な
も
の
と
し
て
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
先
に
挙
げ
た
ノ
ッ
ク
リ
ン
に
言
わ

せ
る
な
ら
、細
密
な
描
写
は
隠
蔽
の
方
法
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、そ
う
し
た
リ
ア
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
見
え
る
再
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
九
世
紀
半
ば
に
す
で
に
い
た
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
や
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
社
会
に
も
当
然
あ
る
は
ず
の
労
働
が
描
か
れ
な
い
。
時
間
の
停
止

し
た
オ
リ
エ
ン
ト
、
豪
奢
で
怠
惰
で
官
能
的
な
オ
リ
エ
ン
ト
の
虚
構
性
を
隠
す
も
の
が
、
精

緻
な
再
現
描
写
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
細
密
描
写
は
単
に
時
代
遅
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
帝
国
主
義

の
文
化
装
置
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
〇
年
の
回
顧
展
は
十
九
世
紀

東
洋
に
対
す
る
帝
国
主
義
的
な
視
線
、
近
代
が
前
近
代
に
対
す
る
進
歩
主
義
的
な
視
線
、
男

性
が
女
性
に
対
す
る
性
差
別
的
な
視
線
が
看
取
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
は
い
さ
さ
か
一
方
的
で
問
題
を
単
純
化
し
た
議
論
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ジ

ェ
ロ
ー
ム
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
そ
の
再
評
価
を
し
て
い
た
美
術
史
家
の
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ア

ッ
カ
ー
マ
ン
が
画
家
に
好
意
的
な
議
論
を
行
っ
て
い
る
し
（8）
、
日
本
で
も
千
足
伸
行
氏
が
よ

り
公
平
な
見
解
を
示
し
て
い
る
（9）
。
も
っ
と
も
、し
ば
し
ば
女
性
の
奴
隷
が
裸
体
で
描
か
れ
る

の
に
は
そ
れ
を
告
発
す
る
意
図
が
あ
っ
た
、
ま
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
て
取
れ
る
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
も
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
、
近
代
的
な
要
素
を
排

除
し
た
オ
リ
エ
ン
ト
風
景
で
あ
っ
て
も
現
実
に
近
い
、
と
い
う
意
見
に
は
さ
ら
に
反
論
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
そ
う
し
た
議
論
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
む
し

ろ
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
の
「
異
郷
」
経
験
の
意
味
を
考
え
た
い
。
吉

田
典
子
氏
は
ノ
ッ
ク
リ
ン
の
問
題
提
起
を
お
お
む
ね
評
価
し
つ
つ
、
ノ
ッ
ク
リ
ン
自
身
の
偏

っ
た
芸
術
観
や
、画
家
の
オ
リ
エ
ン
ト
経
験
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（10）
。
吉
田
氏
は
、ド

ラ
ク
ロ
ワ
に
と
っ
て
北
ア
フ
リ
カ
の
旅
行
は
彼
の
（
ひ
い
て
は
当
時
の
絵
画
の
）「「
美
」
の
経
験
を

広
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
（11）
」
と
す
る
が
、
本
稿
も
同
様
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
、
し
か
し
没

後
長
ら
く
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
や
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ジ

ー
ム
を
と
り
あ
げ
、「
ピ
ト
レ
ス
ク
」（
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
）
の
視
線
そ
の
も
の
に
政
治
的
・
性
差
的

権
力
関
係
と
は
別
の
契
機
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
い
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
ジ
ー
ム
と

を
取
り
上
げ
る
の
は
、
ふ
た
り
が
第
二
帝
政
期
に
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と

も
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
様
式
の
違
い
の
故
で
も
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
主
題
は
共
通

し
て
い
て
も
、
前
者
は
克
明
な
細
密
描
写
に
長
け
、
後
者
は
素
早
い
筆
致
で
描
か
れ
た
形
態

が
特
徴
で
あ
る
。
両
者
の
描
法
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い
視
覚
の
あ
り
か
た
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
一
）「
現
実
」
描
写
を
め
ぐ
っ
て

　
十
九
世
紀
初
頭
に
出
た
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
・
ド
ノ
ン
の
『
上
下
エ
ジ
プ
ト
の
旅
（12）
』
は
、
現
地

で
ド
ノ
ン
自
身
が
ス
ケ
ッ
チ
し
た
多
く
の
図
版
と
地
図
が
添
え
ら
れ
、
エ
ジ
プ
ト
熱
を
掻
き

立
て
る
契
機
と
な
っ
た
。
ま
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
も
一
八
三
二
年
の
モ
ロ
ッ
コ
旅
行
が
後
の
制
作

の
刺
激
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
官
命
が
あ
っ
て
実
現
し
た
例
外
的
な
経
験
で

あ
る
。
そ
れ
が
十
九
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
自
分
の
関
心
に
従
っ
て
東
方
へ
の
旅
行
を
行
う

画
家
た
ち
が
出
て
く
る
。
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（
一
八
二
四
〜
一
九
〇
四
年
）
も
そ
の
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ダ
絵
画
で
も
さ
ら
に
は
古
代
の
パ
ラ
シ
オ
ス
の
逸
話
で
も
、
現
実
と
見
ま
が
う
像
が
出
現
す

る
だ
け
で
、
十
分
な
驚
異
な
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
効
果
の
故
に
、
プ
ラ
ト

ー
ン
は
絵
画
や
詩
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
を
危
険
視
し
た
。
長
ら
く
詩
的
ト
ポ
ス
を
扱
っ
て
い
た

絵
画
が
（
地
図
と
は
別
の
し
か
た
で
）
地
理
的
ト
ポ
ス
を
描
く
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀

の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
絵
画
は
地
誌
的
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
錯
覚
さ
せ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
例
が
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
作
品
で
あ
る
。

（
二
）
光
の
感
覚
を
め
ぐ
っ
て

　
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
を
生
き
た
（
し
た
が
っ
て
同
様
に
長
生
き
し
た
）
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・

ジ
ー
ム
（
一
八
二
一
〜
一
九
一
一
年
）
も
、
生
前
に
高
い
名
声
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
ジ
ー
ム
の
作

品
は
高
値
で
取
引
さ
れ
、生
前
に
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
作
品
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
た
（
か
つ

て
な
か
っ
た
栄
誉
で
あ
る
）。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
風
景
画
を
多
く
作

り
、
と
り
わ
け
そ
の
輝
か
し
い
光
や
澄
み
切
っ
た
青
空
が
印
象
的
で
あ
る
。
ジ
ー
ム
評
を
し

ば
し
ば
書
い
た
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
は
、
ジ
ー
ム
が
は
じ
め
て
サ
ロ
ン
で
三
等
賞
に
入

選
し
た
一
八
五
一
年
に
短
く
彼
に
触
れ
て
、
三
等
以
上
に
値
す
る
と
し
、
そ
の
色
彩
の
効
果

を
賞
讃
し
た
（20）
。
そ
し
て
「
タ
ー
ナ
ー
と
ボ
ニ
ン
ト
ン
を
一
緒
に
合
わ
せ
る
と
ジ
ー
ム
に
な

る
」
と
も
記
す
（21）
。
他
方
で
、
の
ち
に
八
〇
年
代
に
作
家
の
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
、
ジ
ー
ム
が

長
年
変
わ
り
映
え
す
る
こ
と
な
く
、輝
く
光
景
を
書
き
続
け
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。「
彼

は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
描
く
と
き
に
必
ず
い
く
つ
か
の
瞬
間
に
限
っ
た
。
太
陽
が
成
長
す
る
朝

か
、
太
陽
が
雲
の
ベ
ッ
ド
に
没
す
る
夕
方
で
あ
る
。
決
し
て
曇
り
と
か
、
雨
と
か
の
憂
鬱
な

薄
明
は
ジ
ー
ム
氏
に
は
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
一
八
三
〇
年
来
の
運
動
、
何
よ
り
も
ピ
ト
レ
ス

ク
な
も
の
を
追
求
し
、
自
然
に
い
く
つ
か
の
時
期
、
い
く
つ
か
の
時
刻
し
か
認
め
よ
う
と
し

な
い
運
動
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
（22）
。」
こ
れ
は
ジ
ー
ム
が
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
へ
の
販
売
に

力
を
入
れ
て
い
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
。
一
旦
名
声
を
獲
得
し
た
ス
タ
イ
ル
こ
そ
、
世
間
が
ジ

ー
ム
に
期
待
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ジ
ー
ム
も
一
八
五
六
年
に
ト
ル
コ
か
ら
エ
ジ
プ
ト
へ
の
旅
に
出
て
い
る
。
ジ
ー
ム
も
ジ
ェ

ロ
ー
ム
と
同
じ
く
、
東
方
の
風
景
を
自
分
の
目
で
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
受
け
た
強
い

印
象
を
絵
画
に
表
現
し
た
。
し
か
し
彼
は
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
は
全
く
異
な
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
静
謐
な
輪
郭
に
対
し
て
、
ジ
ー
ム
は
漠
と
し
た
形
態
で
色
の
ほ
う
が
目
立
つ

（
図
２
）。
一
八
五
二
年
の
サ
ロ
ン
で
ジ
ー
ム
が
一
等
を
獲
得
し
た
と
き
、
ク
レ
マ
ン
・
ド
・
リ

は
以
下
の
よ
う
に
評
し
、
ジ
ー
ム
の
光
の
効
果
を
認
め
つ
つ
、
輪
郭
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い

後
半
の
視
覚
文
化
の
歴
史
の
な
か
に
彼
を
置
き
直
そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
意
図

と
は
別
に
展
覧
会
が
中
規
模
な
が
ら
成
功
し
た
（17）
最
も
大
き
な
理
由
は
、勿
論
、ひ
と
つ
に
は

植
民
地
主
義
、
男
性
中
心
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
今
な
お
強
い
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ

く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
主
題
と
並
ん
で
、
十
九
世
紀
の
公
衆
同
様
に
今
日

の
展
覧
会
来
訪
者
も
彼
の
絵
の
精
巧
な
技
術
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
た
と
え
偏
向
し
た
幻
想
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
代
世
界
や
オ
リ
エ
ン
ト
の
社
会
を

あ
り
あ
り
と
目
の
当
た
り
に
描
き
出
し
た
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
力
に
引
き
つ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
視
覚
文
化
研
究
の
恰
好
の
題
材
と
い
う
以
上
に
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
画
像
は
、
作

品
の
主
要
な
購
買
者
で
あ
り
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
に
か
ぎ
ら
ず
、
い
ま

だ
に
人
気
が
あ
る
。
描
か
れ
た
主
題
の
問
題
以
前
に
、マ
ネ
よ
り
ジ
ェ
ロ
ー
ム
（
そ
し
て
ピ
カ
ソ

よ
り
ラ
ッ
セ
ン
）
が
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
話
題
を
十
九
世
紀
に
戻
す
と
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
は
「
繊
細
で
、
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
精
確
で

あ
り
な
が
ら
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る
デ
ッ
サ
ン
の
描
き
手
」
と
し
て
、「
民
族
学
者
の
よ

う
に
」（18）
す
べ
て
を
忠
実
に
描
く
と
こ
ろ
が
驚
嘆
さ
れ
た
。
一
八
五
〇
年
の
《
ギ
リ
シ
ャ
の
室

内
》
は
、
無
邪
気
に
裸
体
を
さ
ら
す
女
性
た
ち
と
後
方
の
陰
に
立
つ
着
衣
の
男
性
た
ち
を
描

い
て
い
る
が
、
当
時
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
に
非
難
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
、「
画
家

に
ど
ん
な
主
題
で
も
許
さ
れ
る
の
か
？
絵
画
の
歴
史
は
そ
う
だ
と
い
う
。
今
日
の
モ
ラ
ル
は

否
と
い
う
が
。
レ
オ
ナ
ル
ド
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
〔
白
鳥
と
交
わ
る
〕
レ
ー
ダ
ー
を
描
い

た
」
と
、
主
題
と
切
り
離
し
て
絵
画
独
自
の
価
値
を
弁
じ
る
意
見
が
あ
っ
た
（19）
。
不
道
徳
な

も
の
に
せ
よ
現
実
を
あ
り
あ
り
と
描
き
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
「
現
実
」
は
虚
構
で
あ
り
幻
想
で
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
作
ら
れ

た
現
実
を
信
じ
、
描
き
出
さ
れ
た
克
明
な
像
に
惹
か
れ
る
と
い
う
心
性
は
存
在
す
る
。
そ
し

て
実
は
こ
う
し
た
虚
構
を
作
り
出
す
力
は
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
に
限
ら
ず
、
も
と
も
と
絵
画
の
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
物
語 historia 

を
描
く
こ
と
は
、西
洋
の
絵
画
が
長
ら
く
最
高
の

仕
事
と
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
絵
画
が
レ
オ
ナ
ル
ド
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

と
異
な
る
の
は
、
そ
の
作
り
出
す
物
語
が
た
だ
詩
的
な
世
界
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
あ

た
か
も
実
際
に
地
理
上
の
ど
こ
か
の
場
所
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描

か
れ
た
点
で
あ
る
。

　
現
実
を
描
く
と
い
う
行
為
は
絵
画
だ
ろ
う
と
写
真
だ
ろ
う
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
入
り
込
む
。

通
常
は
絵
画
よ
り
も
写
真
の
方
が
現
実
と
の
直
接
的
コ
ン
タ
ク
ト
を
信
じ
さ
せ
る
の
で
、
写

真
と
対
比
す
る
な
ら
絵
画
の
虚
構
性
が
際
立
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
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ド
・
ロ
ラ
ン
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
実
際
、
輝
か
し
い
光
に
溢
れ
た
海
の
絵
は
ク
ロ
ー
ド
を

思
わ
せ
る
し
、
の
び
や
か
な
空
間
を
展
望
さ
せ
る
の
も
、
ク
ロ
ー
ド
が
典
型
と
な
っ
た
ピ
ト

レ
ス
ク
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ジ
ー
ム
の
作
品
に
は
ピ
ト
レ
ス
ク
の
絵
画
以
上
に
、

画
面
表
面
の
色
彩
が
際
立
っ
て
い
る
。
画
面
全
体
が
遠
景
ま
で
見
渡
せ
る
眺
望
を
示
し
て
い

る
と
同
時
に
、
個
々
の
部
分
の
自
律
性
も
強
く
、
画
面
の
細
部
、
そ
れ
も
描
か
れ
た
対
象
の

緻
密
な
輪
郭
と
い
う
よ
り
、
画
面
上
に
置
か
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
色
彩
が
個
性
を
発
揮
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ク
レ
マ
ン
・
ド
・
リ
の
懸
念
し
た
こ
と
で
も
あ
る
し
、
ま

た
彼
の
い
か
に
も
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
に
個
性
と
特
徴
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
十
八
世
紀
、
十
九
世
紀
の
ピ
ト
レ
ス
ク
が
構
図
の
工
夫
に
よ
っ
て
目
に
鮮
や
か
な
空
間
の

拡
が
り
を
示
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
加
え
て
ジ
ー
ム
は
画
面
に
置
か
れ
た
色
彩
の
輝
き
に

よ
っ
て
強
く
精
彩
あ
る
感
覚
を
与
え
る
。「
現
実
」は
現
在
の
生
き
た
感
覚
と
し
て
再
現
さ
れ

る
。

　
現
実
の
場
所
と
結
び
つ
い
た
「
ピ
ト
レ
ス
ク
」
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
主
題

を
用
い
た
と
い
う
以
上
に
、
ジ
ー
ム
と
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
に
共
通
す
る
点
で
あ
る
。
ピ
ト
レ
ス

ク
は
漠
然
と
し
た
語
で
あ
り
、
定
義
し
だ
い
の
と
こ
ろ
は
あ
る
。
し
か
し
十
七
世
紀
の
ク
ロ

ー
ド
的
な
風
景
を
自
然
の
な
か
に
探
し
求
め
た
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
や
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め

て
人
工
的
に
絵
画
、
庭
園
、
建
築
で
再
現
し
よ
う
と
し
た
十
八
世
紀
の
流
行
は
、
た
と
え
そ

れ
が
類
型
化
さ
れ
た
自
然
の
追
求
だ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
物
語
や
歴
史
を
詩
的
な
世
界

に
留
め
置
く
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
な
次
元
で
現
実
の
ど
こ
か
の
場
所
の
上
に
探
し
た
。
ジ

ェ
ロ
ー
ム
は
そ
の
写
真
に
見
ま
が
う
輪
郭
描
写
に
よ
っ
て
、
現
実
の
場
所
の
出
来
事
で
あ
る

か
の
よ
う
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
り
出
し
、
ジ
ー
ム
は
輪
郭
よ
り
も
む
し
ろ
色
彩
の
効
果

に
よ
っ
て
、
現
実
の
強
い
感
覚
を
も
た
ら
す
。
第
一
章
で
用
い
た
語
を
繰
り
返
す
な
ら
、
詩

的
、
物
語
的
ト
ポ
ス
と
し
て
の
カ
イ
ロ
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
で
は
な
く
、
現
実
の

場
所
と
の
関
係
性
が
強
調
さ
れ
た
地
理
的
な
ト
ポ
ス
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
「
現
実
」（
虚
構
の
現
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
伝

え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
以
上
の
効
果
、
画
像
独
自
の
理
由
に
由
来
す
る
効
果
も
持
ち
込

ん
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
気
が
あ
っ
た
（
人
気
が
あ
る
）
の
だ
し
、オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵

画
が
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
近
代
の

感
性
を
考
え
る
材
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

「
ジ
ー
ム
氏
は
す
で
に
一
八
五
一
年
か
ら
花
の
画
家
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、こ
の
た
び

風
景
画
家
、
海
洋
画
家
と
し
て
第
一
級
に
格
付
け
さ
れ
た
。
彼
の
《
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
》

は
こ
の
素
晴
ら
し
い
国
に
開
か
れ
た
窓
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
描
く
た
め

に
、
芸
術
、
詩
想
、
そ
し
て
天
空
が
、
最
も
精
妙
な
豊
か
さ
を
と
っ
て
お
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
作
品
は
な
か
な
か
一
緒
に
は
な
ら
な
い
二
つ
の
種
類
の
価
値
を
併
せ
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
公
衆
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
り
、
か
つ
芸
術
と
し
て
の
優
れ
た
価
値
も
持
っ
て

い
る
。
太
陽
が
魚
の
鱗
の
よ
う
に
き
ら
め
か
せ
る
ア
ド
リ
ア
海
の
さ
ざ
な
み
、
は
さ
み
の
よ

う
に
開
い
た
、
あ
る
い
は
翼
の
よ
う
に
拡
げ
ら
れ
た
褐
色
の
帆
の
小
舟
、
そ
し
て
背
景
に
は

金
色
の
蒸
気
に
満
た
さ
れ
た
な
か
に
、
ド
ゥ
カ
ー
レ
宮
殿
、
小
広
場
の
二
つ
の
円
柱
、
そ
し

て
天
空
に
赤
み
が
か
っ
た
屋
根
を
突
き
立
て
る
サ
ン
＝
マ
ル
コ
寺
院
の
鐘
楼
。
こ
う
し
た
驚

嘆
す
べ
き
光
景
は
カ
ナ
レ
ッ
ト
や
グ
ァ
ル
デ
ィ
が
石
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
至
る
ま
で
細
か
く
描

写
し
、
幾
度
と
な
く
複
製
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
新
し
い
魅
力
と
と
も
に
よ
み
が
え
っ
た
の
で

あ
る
。〔
中
略
〕し
か
し
な
が
ら
私
は
ジ
ー
ム
氏
に
ド
ー
ビ
ニ
氏
と
同
様
の
苦
言
を
呈
し
た
い
。

ジ
ー
ム
氏
は
輪
郭
を
十
分
に
描
き
き
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
に
は
、
そ
の
描
画

の
素
早
さ
が
筆
先
に
も
た
ら
す
絵
の
具
の
か
た
ま
り
に
も
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
さ
も
な
く

ば
、
そ
の
せ
い
で
や
が
て
混
乱
に
行
き
着
く
だ
ろ
う
。
も
し
彼
が
描
く
も
の
の
輪
郭
線
を
も

う
少
し
止
め
る
こ
と
を
是
と
し
、
ま
た
も
っ
と
彼
が
単
純
に
描
こ
う
と
す
る
な
ら
、
ジ
ー
ム

氏
は
ほ
ど
な
く
し
て
批
評
が
敬
意
を
持
っ
て
礼
遇
す
る
芸
術
家
の
ひ
と
り
と
な
る
こ
と
だ
ろ

う
（23）
。」

　
批
評
家
が
画
家
に
親
切
に
も
忠
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ー
ム
の
描
線
は
し
ば
し
ば
奔
放

に
流
れ
、
画
面
上
に
対
象
の
形
態
を
固
定
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
空
気
感
や
鮮
や
か

な
色
の
効
果
の
方
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
写
真
の
よ
う
に
は
土
地
を
再
現

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
彼
な
り
に
異
国
の
土
地
で
受
け
と
め
た
感
覚
を

絵
画
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
方
旅
行
を
終
え
た
あ
と
、
彼
は
こ
う
日
記
に
書

い
て
い
る
。「
あ
あ
！
ど
ん
な
言
葉
で
私
の
目
に
し
た
ば
か
り
の
も
の
を
表
現
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
す
べ
て
が
私
の
目
の
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
、
そ

し
て
衝
撃
を
受
け
た
人
間
は
決
し
て
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
（24）
。」
彼
の
ス
タ
イ
ル
は
バ
ル
ビ
ゾ
ン

派
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
方
で
技
巧
を
誇
示
す
る
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
反
面
、
目
に
し
た
現
実
の
風
景
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
先
の

ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に
よ
る
ジ
ー
ム
評
で
は
、
引
用
箇
所
と
は
別
の
箇
所
で
、
ジ
ー
ム
を
ク
ロ
ー
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画
像
な
ら
で
は
の
目
を
引
く
要
素
が
駆
使
さ
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
彼
の
得
意
な
面
が
、
オ

リ
エ
ン
ト
を
旅
し
て
記
憶
に
焼
き
付
け
た
風
景
に
よ
っ
て
一
層
強
調
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ピ
ト
レ
ス
ク
の
流
れ
の
な
か
で
彼
な
り
の
表
現
を
見
せ
て
い
る
。
す
で
に
引
い
た
ゴ

ー
チ
エ
の
言
葉
も
タ
ー
ナ
ー
と
の
近
さ
を
語
っ
て
い
た
が
、
ラ
ス
キ
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
タ

ー
ナ
ー
こ
そ
は
（
十
八
世
紀
の
ギ
ル
ピ
ン
流
に
古
び
た
風
景
を
描
く
の
で
は
な
く
）
光
の
効
果
を
知
悉
し
た

新
し
い
、
そ
し
て
本
当
の
意
味
で
の
ピ
ト
レ
ス
ク
な
の
で
あ
る
（25）
。

　
そ
し
て
ま
た
他
方
で
、
写
真
術
は
絵
画
術
と
異
な
る
。
場
所
へ
の
関
心
が
共
通
し
て
い
た

と
し
て
も
、
写
真
は
「
著
名
な
場
所
」
と
い
う
名
前
以
上
に
現
実
の
場
所
の
実
在
と
の
繋
が

り
を
主
張
す
る
。
い
わ
ば
場
所
の
存
在
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
存
在
論
的
な
信
念
は
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
ピ
ト
レ
ス
ク
の
絵
画
、
ま
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
画
に
も
共
通
す
る
。

そ
こ
に
真
実
の
何
か
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
、

と
い
う
の
は
真
偽
の
問
題
と
は
別
に
「
確
か
ら
し
さ
」「
真
正
さ
」
の
感
覚
を
与
え
て
く
れ

る
。
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
画
像
が
魅
力
的
な
の
は
単
に
か
が
や
く
裸
身
や
豪
奢
な
装
飾
品
を
描
い

て
（
そ
し
て
多
分
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
的
・
近
代
主
義
的
・
男
性
中
心
主
義
的
視
線
を
満
足
さ
せ
て
）
く
れ

る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
「
本
物
そ
っ
く
り
！
」
と
い
う
感
覚
で
裏
打
ち
し
て
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
感
覚
は
、
あ
ら
れ
も
な
く
寝
そ
べ
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
女
性
を
描
か
な

く
て
も
、
樽
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ー
ス
を
描
こ
う
と
ラ
イ
オ
ン
を
描
こ
う
と
十
分
に
現
出
す
る
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ピ
ト
レ
ス
ク
と
場
所
の
存
在
論
と
は
、
あ
ら
わ
れ
か
た
は
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て

も
、
同
根
の
も
の
で
あ
る
。
ピ
ト
レ
ス
ク
は
、
特
定
の
場
所
で
の
現
実
の
知
覚
が
も
た
ら
す

感
覚
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
定
の
場
所
は
オ
リ
エ
ン
ト

で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
日
常
的
な
生
活
空
間
で
は
な
い
。
よ
り
確
か
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ど
こ
か
な
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
田
舎
が
ピ
ト
レ
ス
ク
（
英
語
な
ら
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
）
に
な
っ

た
の
は
、
絵
画
的
な
目
で
そ
れ
を
異
化
し
た
か
ら
で
あ
り
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
眺
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ピ
ト
レ
ス
ク
、
そ
し
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
は
何
よ
り

も
他
者
の
像
で
あ
る
。
異
国
の
風
物
や
風
景
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
視
線
が
作
る
も
の
で
あ
る
。

偽
物
、
フ
ェ
イ
ク
で
あ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
ま
さ
に
他
者

の
存
在
に
関
わ
る
視
線
だ
か
ら
こ
そ
、
真
正
さ
の
感
覚
が
伴
う
の
で
は
な
い
か
。

　
異
国
趣
味
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
は
単
に
富
裕
層
の
偶
然
的
な
趣
味
で
は
な
い
。
異
質
な

も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
初
め
て
自
分
の
文
化
的
特
殊
性
や
身
体
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
そ

三
　
異
国
趣
味
と
真
正
さ

　
前
章
で
「
現
実
」
の
画
像
と
し
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
実
は
何
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
以
上
の
何
か
が
付
け
足
さ
れ
る
と
記
し
た
。
勿
論
、
こ
こ
で
い
う
「
現
実
」
は
唯
一
の
歴

史
的
真
実
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
さ
せ
ら
れ
、
構
成
さ
れ
た
現
実
で
あ

る
が
、
画
像
表
現
さ
れ
た
こ
と
で
、
構
成
さ
れ
た
物
語
に
は
一
種
の
物
神
化
の
現
象
が
起
き

る
。「
現
実
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
、「
現
実
を
経
験
し
た
い
」
と
い
う
欲
求
と
は
別
で

あ
る
。
求
め
る
現
実
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
信
じ
る
心
性
に
対
し
、
そ
れ
を
絵
画
に
お
い
て
ま

ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
た
の
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
絵
画
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
物
語
を

語
る
画
像
独
特
の
し
か
た
で
、
別
の
物
語
も
語
っ
て
し
ま
う
。
古
代
の
叙
事
詩
で
あ
れ
、
近

代
の
国
民
国
家
の
物
語
で
あ
れ
、
神
話
的
な
物
語
を
「
語
る
」
と
い
う
行
為
に
は
、
純
粋
な

概
念
を
透
明
な
媒
体
で
伝
え
る
と
い
う
以
上
の
身
体
性
、
さ
ら
に
は
物
質
性
が
つ
き
ま
と
う
。

さ
ら
に
声
や
文
字
で
語
ら
れ
る
と
き
と
、
そ
の
視
覚
的
表
現
と
で
は
、
お
の
ず
と
別
の
文
脈

や
身
体
性
が
関
与
し
て
く
る
。

　
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム
の
画
像
の
流
行
と
ほ
ぼ
同
時
並
行
し
て
技
術
改
良
が
な
さ
れ
、
ジ
ェ

ロ
ー
ム
も
大
い
に
利
用
し
た
写
真
術
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く

れ
る
。
視
覚
的
表
現
と
い
う
点
で
は
絵
画
と
同
じ
で
、
そ
の
た
め
、
あ
え
て
伝
統
的
な
絵

画
の
題
材
や
構
図
を
用
い
た
絵
画
主
義
（
ピ
ク
ト
リ
ア
リ
ス
ム
）
的
な
画
像
も
多
く
試
み
ら
れ
た
。

一
八
五
一
年
に
写
真
協
会
の
会
員
た
ち
に
注
文
さ
れ
た
歴
史
記
念
物
の
資
料
写
真
蒐
集
活
動
、

の
ち
に
ミ
シ
ヨ
ン
・
エ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク M

ission héliographique

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
る
活
動
の
成
果
物
に
は
、
資
料
図
版
的
に
正
面
観
で
建
造
物
を
撮
影
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

ひ
と
つ
の
対
象
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
よ
り
も
空
間
を
斜
め
に
見
渡
し
て
拡
が
り
を
示
す

よ
う
な
画
像
も
あ
る
。
後
者
は
ほ
ぼ
ピ
ト
レ
ス
ク
な
絵
画
に
近
い
。
そ
も
そ
も
ピ
ト
レ
ス
ク

な
絵
画
は
、
た
だ
字
義
通
り
に
「
絵
画
的
」
だ
と
い
う
よ
り
、
絵
画
の
な
か
で
も
そ
の
特
殊

な
一
種
、
す
な
わ
ち
物
語
絵
で
は
な
く
自
然
の
描
写
で
あ
り
、
そ
れ
も
特
徴
的
な
場
所
を
選

ん
で
、
そ
れ
を
視
覚
効
果
に
配
慮
し
つ
つ
描
い
た
絵
画
な
の
で
あ
る
。
ピ
ト
レ
ス
ク
を
広
義

に
捉
え
て
、
場
所
へ
の
視
覚
的
関
心
と
定
義
す
る
な
ら
、
ミ
シ
ヨ
ン
・
エ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
の
写
真
画
像
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
時
に
は
修
道
院
回
廊
の
資
料
写
真
で

も
、
雰
囲
気
た
っ
ぷ
り
の
絵
画
的
な
画
像
が
作
ら
れ
る
（
図
３
）。
言
い
換
え
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
の
歴
史
を
物
語
る
べ
き
資
料
写
真
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
絵
画
術
が
工
夫
し
て
き
た
ピ

ト
レ
ス
ク
の
視
覚
的
快
楽
主
義
が
混
入
し
て
い
る
。

　
ジ
ー
ム
の
作
品
の
は
っ
と
す
る
よ
う
な
光
の
効
果
、
鮮
や
か
な
色
彩
の
ほ
と
ば
し
り
な
ど
、
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も
う
少
し
前
後
を
引
こ
う
。「
ジ
ェ
ロ
ー
ム
氏
は
シ
ャ
セ
リ
オ
ー
が

夢
見
た
巡
礼
を
行
っ
た
。
彼
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
首
都
で
あ
る
カ
イ
ロ
、
カ
リ
フ
た
ち
の

町
カ
イ
ロ
を
見
た
。
そ
こ
で
は
西
洋
が
ま
だ
粗
野
で
野
蛮
な
状
態
を
続
け
て
い
た
と
き

に
、
サ
ラ
セ
ン
人
た
ち
の
芸
術
が
生
き
生
き
と
輝
い
て
い
た
。
彼
は
階
上
が
せ
り
出
し
、

格
子
組
み
の
出
窓
を
持
つ
家
々
に
縁
取
ら
れ
た
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
歩
き
回
っ
た
。

〔
中
略
〕
若
い
芸
術
家
は
友
人
を
伴
い
、ナ
イ
ル
川
を
遡
行
し
た
。
ピ
ト
レ
ス
ク
で
便
利

な
舟
の
乗
り
心
地
は
エ
ジ
プ
ト
旅
行
の
楽
し
み
の
一
部
で
あ
る
。
今
日
そ
の
完
成
度
が

知
ら
れ
て
い
る
写
真
術
は
芸
術
家
に
記
念
物
を
模
写
す
る
手
間
を
省
い
て
く
れ
る
。
そ

の
ネ
ガ
は
、
そ
の
絶
対
的
に
忠
実
な
再
現
性
に
加
え
て
、
適
切
な
視
点
と
時
期
の
選
択

が
あ
れ
ば
大
き
な
効
果
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
ジ
ェ
ロ
ー
ム
が
そ
の
仕
事
を

進
め
た
の
は
そ
う
し
た
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
に
は
、
歴
史
画
家
と
し
て
の
修
練
、

彼
の
デ
ッ
サ
ン
の
能
力
、
繊
細
で
、
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
精
確
で
あ
り
な
が
ら
ス
タ
イ

ル
を
も
っ
て
い
る
デ
ッ
サ
ン
の
描
き
手
と
し
て
の
能
力
が
あ
る
。
そ
し
て
エ
ス
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー
的
と
で
も
呼
び
た
い
特
別
な
感
情
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
の
時
代
に
は
ま
す
ま
す

必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
世
界
的
で
迅
速
な
移
動
の
時
代
で
は
、
こ
の
惑
星
の
各

民
族
が
訪
問
さ
れ
る
。
い
か
な
る
遠
方
の
列
島
に
隠
れ
て
い
よ
う
と
。」
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　Louis de G
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“Le Salon de 1850 
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autier, 

“Distribution des prix 
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（24）
　Felix Z

iem
, Journal, le 26 novem

bre (1856).

（25）
　John R

uskin, M
odern Painters, Book V

 (1860).

こ
で
感
じ
取
ら
れ
た
自
分
の
存
在
、
自
分
が
生
き
生
き
と
そ
の
場
に
い
る
と
い
う
真
正
さ
の

感
覚
は
、
自
分
の
日
常
生
活
と
は
異
な
る
ど
こ
か
に
赴
く
こ
と
で
強
烈
に
感
じ
取
ら
れ
る
。

十
九
世
紀
に
は
と
り
わ
け
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
の
接
触
が
画
家
を
触
発
し
、
彼
ら
は
情
熱
を

傾
け
て
真
正
さ
を
追
求
し
た
。
売
り
絵
を
大
量
生
産
し
た
の
が
事
実
で
も
、
ジ
ー
ム
や
ジ
ェ

ロ
ー
ム
の
絵
画
が
公
衆
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
オ
リ
エ
ン
ト
の
画
像
に
よ
っ
て

真
正
な
経
験
を
求
め
る
心
性
に
訴
え
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
ら
の
画
像
は
、
ま
さ
に
そ

の
通
俗
性
の
故
に
、
二
十
世
紀
に
大
衆
化
す
る
旅
行
に
お
い
て
も
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
映
像

で
も
、
場
所
の
視
覚
的
体
験
の
モ
デ
ル
と
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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図2　フェリックス・ジーム《コンスタンティノポリス》 1860年頃

図3　ギュスターヴ・ル・グレー
《モワサックのサン・ピエール修道院回廊内部》 1851年

図1　レオン・ジェローム《トルコ風呂》 1870年
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This article seeks to clarify the meaning of place in art 
through examples of French Orientalist painting, especially 
that of Léon Gérôme and Félix Ziem. The period of the Sec-
ond Empire (1852-1870) saw the popularization of Oriental-
ism, a result of the multiplication of travel experiences to the 
East, the expansion of French colonialism, and universal ex-
positions that brought strange objects from the Orient. This 
new fashion of Orientalism complicated the notion of place, 
which had been argued by Romanticist philosophers and art-
ists from the 18th Century.

Romanticism considers that art derives from its native land, 
and emphasizes the tight relationship between nation and 
art. Other than nationalism in art, the issue of art and its 
proper place arose around the modern system of museums. 
Thus, Quatremère de Quincy objected to the displacement of 
artworks from the place where they were originally situated, 
saying this would damage the integrality of signification of 
the artworks. Of course, the idea that art should be rooted 
in its native land, based on a parallel idea that the place gives 
birth to its art, has a long and universal tradition from the 
ancient Chinese poetry or the Greek musical order. However, 
in these cases, the sense of place is a rather stylistic one, and 
the place was literally an artistic topos. The Romanticism of 
the late 18th century converted this meaning of place to a 
sort of amalgam of real geographical place and artistic topos.

Parenthetically, the Orientalist images of the late 19th Cen-
tury brought a new shift to the notion of place. The Romanti-
cist notion of place was a myth of origin. The local color of a 

place is an expression of the people or an incarnation of their 
identity. But in the late half of the 19th Century, paintings 
and photographs representing the Orient had another con-
notation. They give a vivid visual experience of place, and 
this sense of "real" is in itself a surplus to the narrative of local 
color. The represented places are no more simply illustrations 
for a fantastic tale of other countries. They offer an occasion 
of authentic experience to viewers.

For example, Léon Gérôme's hyperrealism is different from 
the rather fashionable exoticism of the 18th Century in that 
it makes us believe the real existence of a represented world. 
Of course, it can be seen as a reflection of Orientalism (as E. 
Saïd thematized), and it substitutes a pseudo image of the 
Orient for reality. However, even in admitting it, Gérôme's 
painting is also a response to the spectator's desire for a sense 
of reality. Also, Félix Ziem's rapid touch and brilliant color 
give an strong impression of the presence of the represented 
scene. It is another way of satisfying our interest in real life.

These visual substitutes for the "real" are not the same as ar-
tistic styles related to Romantic nationalism; the former is a 
necessary result of the latter. In this age of digital images, the 
desire for an authentic reality is increasing even more. The 
exotic images of the Second Empire are direct ancestors of 
our contemporary representation of real (or "virtual" in the 
current sense).

UEMURA Hiroshi

Exoticism and Authenticity
Signification of "place" in the Orientalist images of the Second French Empire


