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篇
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ユ
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ヒ
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、
以
下
Ｕ
）
は
、
八
三
〇
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
カ
ロ

リ
ン
グ
朝
ラ
ン
ス
派
の
代
表
作
で
あ
る
。
全
一
六
六
篇
の
詩
篇
と
カ
ン
テ

ィ
ク
ム
冒
頭
に
、
見
出
し
挿
絵
が
一
点
づ
つ
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

写
本
は
、
同
時
代
の
一
般
的
な
書
物
よ
り
も
や
や
幅
広
い
版
型
で
、
ル
ス

テ
ィ
ッ
ク
大
文
字
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
、
擬
古
的
に
仕
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
挿
絵
は
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
明
る
い
セ
ピ
ア
色
イ
ン
ク
の
デ
ッ
サ

ン
で
描
か
れ
、
所
々
よ
り
濃
い
色
の
イ
ン
ク
で
描
き
起
こ
さ
れ
、
或
い
は

水
分
を
含
ん
だ
筆
に
よ
る
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
で
調
子
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

一　

挿
絵
の
解
読

　

ま
ず
挿
絵
を
見
て
み
よ
う
。
二
六
篇
（f.15r

     
、
図
１
）
は
、
上
段
中
央

で
羊
を
伴
っ
た
詩
篇
作
者
が
円
蓋
の
あ
る
聖
堂
扉
口
で
松
明
を
持
っ
た
キ

リ
ス
ト
に
迎
え
ら
れ
、
神
の
手
に
祝
福
さ
れ
て
い
る
（
四
節
「
主
の
家
に

宿
り
」、
五
節
「
主
は
私
を
仮
庵
に
潜
ま
せ
」、
六
節
「
わ
た
し
は
主
の
幕

屋
で
い
け
に
え
を
捧
げ
」）。
下
段
で
は
テ
ン
ト
を
張
っ
た
敵
軍
が
詩
篇
作

者
を
攻
撃
す
る
が
、
中
央
で
多
く
の
騎
兵
が
転
倒
し
て
い
る
（
二
節
「
さ

い
な
む
者
が
迫
り
」、
三
節
「
彼
ら
が
わ
た
し
に
対
し
て
陣
を
ひ
い
て
も
」、

六
節
「
群
が
る
敵
の
上
に
」）。
右
上
で
は
一
組
の
男
女
が
子
供
か
ら
去
ろ

う
と
し
て
い
る
（
一
〇 
節 
）。
再
び
全
体
を
眺
め
る
と
、
画
面
下
部
全
体
を

＊
１

占
め
る
戦
闘
場
面
は
詩
篇
作
者
の
敵
の
領
域
、
画
面
上
部
は
善
の
領
域
に

分
か
れ
て
お
り
、
敵
が
詩
篇
作
者
を
指
さ
し
、
彼
め
が
け
て
弓
を
引
き
槍

を
構
え
て
い
る
の
で
、
上
下
を
結
ぶ
ベ
ク
ト
ル
の
連
繋
が
顕
著
で
あ
る
。

さ
ら
に
中
央
で
落
馬
す
る
兵
士
た
ち
は
、
上
に
向
け
た
周
囲
の
攻
撃
と
逆

に
下
降
し
て
い
る
。
そ
の
真
上
で
キ
リ
ス
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
詩
篇
作

者
が
、
救
済
を
体
現
す
る
「
上
昇
」
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
上
昇
と
下
降

は
、
詩
篇
の
主
題
で
あ
る
救
済
と
懲
罰
を
視
覚
化
し
て
お
り
、
Ｕ
挿
絵
に

よ
く
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。
子
供
を
棄
て
る
男
女
は
周
囲
の
場
面
と

は
次
元
が
異
な
る
挿
入
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
が
、
聖
堂
に
迎
え
ら
れ
る
詩

篇
作
者
と
並
べ
ら
れ
て
は
じ
め
て
一
〇
節
「
父
母
は
わ
た
し
を
見
捨
て
よ
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う
と
も
主
は
必
ず
、
わ
た
し
を
引
き
寄
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
が
十
分
に

絵
画
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
挿
絵
に
は
あ
る
種
の
規
則
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
天
上
に
キ
リ

ス
ト
が
君
臨
し
、

地
上
に
い
る
匿

名
の
主
人
公
で

あ
る
詩
篇
作
者

と
対
話
す
る
。

兵
士
の
姿
の
悪

人
や
敵
は
、
暴

力
や
戦
闘
に
従

事
し
て
い
る
。

モ
テ
ィ
ー
フ
の

連
繋
や
運
動
方

向
が
、
画
面
構

成
に
あ
る
種
の

パ
タ
ー
ン
を
設

け
て
、
テ
ク
ス

ト
本
文
と
の
呼

応
関
係
を
読
み

と
ら
せ
る
よ
う

配
慮
し
て
い
る
。

ま
た
モ
テ
ィ
ー

フ
相
互
を
繋
ぐ
要
素
と
切
る
要
素
と
し
て
、
城
壁
、
土
坡
、
雲
、
水
（
水

流
と
海
）
が
活
用
さ
れ
、
画
面
に
は
善
悪
の
対
立
や
神
の
勝
利
な
ど
、
各

詩
篇
の
主
題
が
展
開
さ
れ
る
。
挿
絵
に
は
悪
人
の
脅
威
も
描
か
れ
る
が
、

正
義
の
勝
利
や
正
し
い
者
の
救
済
へ
の
祈
願
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

Ｕ
挿
絵
で
は
、
詩
篇
の
テ
ー
マ
を
旧
約
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
予
型
論
で
は

な
く
、
神
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
詩
篇
作
者
の
対
話
を
軸
に
、
祈
願
と
賞

賛
に
込
め
ら
れ
た
あ
る
べ
き
世
界
の
姿
を
描
出
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。

と
同
時
に
二
六
篇
の
子
供
を
捨
て
る
両
親
の
よ
う
な
挿
入
モ
テ
ィ
ー
フ
は

他
と
異
な
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
、
周
囲
と
の
呼
応
関
係
も
把
握
し
が

た
い
の
で
、
逆
に
描
か
れ
た
世
界
に
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
挿
入
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
、
日
常
生
活
や
動
物
な
ど
、
Ｕ
挿
絵
の
豊
富

な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

記
述
が
示
す
よ
う
に
、
モ
テ
ィ
ー
フ
を
解
読
す
る
鍵
は
テ
ク
ス
ト
本
文
、

す
な
わ
ち
詩
篇
の
章
句
に
あ
る
。
挿
絵
を
作
り
あ
げ
て
い
る
モ
テ
ィ
ー
フ

は
章
句
に
呼
応
す
る
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
視
覚
的
一
貫
性
を
保
っ
て
い

る
。
従
っ
て
何
ら
か
の
物
語
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
画
面
に
は
、

既
存
の
説
話
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
点
の
挿
絵
が
ひ

と
つ
の
小
宇
宙
を
形
成
し
、
或
い
は
判
じ
絵
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て

き
た
。
挿
絵
に
登
場
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
担
う
内
容
は
、
見
る
者
が
共
有
し

て
い
る
詩
篇
テ
ク
ス
ト
の
章
句
で
あ
る
。
挿
絵
は
各
篇
の
冒
頭
を
際
だ
た

せ
る
の
み
な
ら
ず
、
詩
篇
本
文
を
視
覚
化
す
る
試
み
の
成
果
で
あ
る
。
ス

ト
ー
リ
ー
性
の
な
い
情
景
が
章
句
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
挿

絵
を
眺
め
る
と
き
、
あ
る
種
の
驚
き
が
喚
起
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
Ｕ
挿

絵
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
っ
て
以
来
ず
い
ぶ
ん
時
が
経
つ
が
、
こ
の
ユ
ニ
ー
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ク
な
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
契
機
や
目
的
を
考
え
る
こ
と
は
、
筆
者
自
身

に
よ
っ
て
も
未
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

Ｕ
は
、
詩
篇
本
文
と
カ
ン
テ
ィ
ク
ム
を
収
録
し
た
一
冊
の
書
物
で
あ
る
。

簡
素
な
デ
ッ
サ
ン
に
よ
る
挿
絵
は
、
装
飾
よ
り
は
何
ら
か
の
教
示
を
目
的

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
テ
ク
ス
ト
部
分
に
グ
ロ
ス
（
欄

外
註
）
な
ど
の
補
足
的
な
情
報
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
挿
絵
に
明

確
な
理
念
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

章
句
と
モ
テ
ィ
ー
フ
の
呼
応
を
理
解
す
る
と
、
画
面
を
構
成
す
る
諸
場
面

が
、
説
話
と
は
別
の
文
脈
で
統
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
お
の
ず
と
明
ら
か

に
な
る
。

　

描
か
れ
た
情
景
は
説
話
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
神
へ
の
祈
願
や
感
謝
、

悪
人
や
敵
に
対
す
る
非
難
、
そ
し
て
正
し
き
者
の
救
済
と
悪
し
き
者
の
懲

罰
と
い
っ
た
一
般
的
な
主
題
の
視
覚
化
で
あ
る
。
小
さ
な
ス
ケ
ー
ル
で
描

か
れ
た
登
場
人
物
は
、
そ
の
大
部
分
が
匿
名
の
ま
ま
で
あ
る
。
詩
篇
本
文

に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
に
テ
ク
ス
ト
を
記
憶
さ
せ
、
解
説
す
る
た
め

に
描
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
し
記
憶
術
や
図
解
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
仕
組
み
を
呈
示
す
る
工
夫
を
伴
う
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が

Ｕ
の
挿
絵
に
は
、
銘
文
も
符
号
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
Ｕ
挿
絵
は
、

少
々
難
解
で
洗
練
さ
れ
た
パ
ズ
ル
や
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
秘
め
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

二　

意
図
的
な
古
代
性

　

Ｕ
は
、
同
時
代
の
作
例
に
は
類
が
な
い
「
擬
古
性
」
が
顕
著
で
あ
る
。

頁
は
幅
が
広
く
、
三
欄
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
ル
ス
テ
ィ

ッ
ク
大
文
字
で
単
語
を
区
切
ら
ず
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
〜
六
世

紀
の
写
本
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ 
る 
。
挿
絵
に
は
丘
陵
や
渓
谷
、
河
川
、

＊
２

海
な
ど
の
地
誌
的
な
特
徴
を
備
え
た
景
観
が
三
次
元
的
に
広
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
遠
く
か
ら
全
体
を
と
ら
え
る
視
点
を
設
定
し
、
主
人
公
の
周
囲
で

展
開
す
る
情
景
を
全
体
的
に
俯
瞰
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
紹
介
し
た
モ
テ

ィ
ー
フ
の
連
繋
や
運
動
方
向
は
、
土
坡
や
斜
面
な
ど
の
地
誌
表
現
に
よ
っ

て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
距
離
を
と
っ
て
捉
え
ら
れ
た
景
観
表

現
は
、
他
の
初
期
中
世
美
術
に
は
殆
ど
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
Ｕ
挿
絵
に
は

ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
な
ど
の
古
代
絵
画
と
の
共
通
点
が
た
び
た
び
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
画
家
た
ち
が
古
代
末
期
の
モ
デ
ル

を
丹
念
に
模
写
し
た
結
果
と
見
な
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
彼
ら

は
お
そ
ら
く
身
の
回
り
の
自
然
を
丁
寧
に
観
察
し
、
そ
れ
を
再
現
す
る
態

度
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
の
成
果
が
Ｕ
挿
絵
の
お
び
た
だ
し
い
細
部
に

み
な
ぎ
る
躍
動
感
や
生
命
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
伝
統
が
強
く
残
っ
て

い
た
結
果
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
九
世
紀
の
画
家
は
、
こ
の
写
本
を
意
図
的

に
古
代
風
に
見
せ
つ
つ
、
豊
か
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
独
自
の
目
的
で
自
在

に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
に
述
べ
た
古
代
風
な
細
部
や
景
観
表
現
は
、
Ｕ
挿
絵
が
、
旧
約
聖
書

の
サ
ミ
ュ
エ
ル
記
や
列
王
記
を
殆
ど
喚
起
し
て
い
な
い
こ
と
と
も
無
関
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
同
時
代
の
『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
詩
篇
』

（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
州
立
図
書
館
、B

ibl.

 
     

fol.23

      
、
以
下
Ｓ
）
の
詩
篇
作
者
は
、
王
冠
を
つ
け
た
ダ
ヴ
ィ
デ
の
痕
跡
が

明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
伝
の
説
話
場
面
を
詩
篇
の
章
句

に
読
み
込
ん
だ
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
（
予
型
論
）
に
基
づ
く
挿
絵
も
目
立 
つ 
。

＊
３
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Ｓ
の
や
や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
挿
絵
は
、
詩
篇
テ
ク
ス
ト
が
喚
起
す
る
註
解

な
ど
の
多
様
な
情
報
を
呈
示
し
て
い
る
。
し
か
し
Ｕ
は
キ
リ
ス
ト
や
詩
篇

作
者
か
ら
旧
約
お
よ
び
新
約
図
像
の
要
素
を
消
し
、
神
と
人
類
の
普
遍
的

な
関
係
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
活
用
さ
れ
る
の
が
、
自
然

や
地
誌
の
擬
人
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
古
代
美
術
か
ら
継
承
さ
れ
、
海

を
司
る
オ
ケ
ア
ノ
ス
と
ネ
レ
イ
デ
ス
、
河
神
、
大
地
母
神
、
風
神
は
、
他

の
作
例
で
は
使
用
法
が
地
誌
的
な
符
号
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
Ｕ

で
は
、
圧
倒
的
な
描
写
力
を
生
か
し
て
、
音
響
や
動
き
の
表
象
と
し
て
柔

軟
な
使
い
方
が
行
わ
れ

て
い
る
。

　

た
と
え
ば
九
八
篇
一

節
「
地
よ
、
震
え
よ
」

に
対
し
、
洞
窟
の
天
井

を
支
え
き
れ
な
く
な
っ

た
ア
ト
ラ
ン 
ト 
が
、
顔

＊
４

を
し
か
め
て
膝
を
つ
い

て
い
る
（f.57r

     
、
図 
２ 
）。

＊
５

こ
の
今
に
も
つ
ぶ
さ
れ

そ
う
な
ポ
ー
ズ
か
ら
地

震
を
読
み
と
る
こ
と
は

容
易
で
あ
ろ
う
。
ま
た

九
五
篇
一
〇
節
「
世
界

は
固
く
据
え
ら
れ
、
決

し
て
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な

い
」
はorbis

terrae

 
           
（
地
球
）
を
暗
示
す
る 
円 
を
支
え
る
二
人
の
ア
ト
ラ

＊
６

ン
ト
に
対
応
し
て
い
る
（f.56r

      
 　
 
）。
力
強
く
足
を
ふ
ん
ば
り
、
地
球
を
肩
で

＊
７

が
っ
し
り
と
支
え
る
姿
は
、
ゆ
る
ぎ
な
き
大
地
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
例
は
、
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ト
の
動
詞
を
雄
弁
に
反
映
し
て
い

る
。
ま
た
四
五
篇
四
節
「
海
の
水
が
騒
ぎ
、
沸
き
返
り
」
に
対
し
、
角
を

生
や
し
た
二
人
の
海
神
が
、
ラ
ッ
パ
を
吹
き
な
が
ら
走
り
回
っ
て
い
る

（f.26v

      
 　
 
）。
こ
の
海
神
は
地
誌
的
な
記
号
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ラ
ッ
パ
を
吹

＊
８

く
こ
と
に
よ
っ
て
「
音
を
立
て
る
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
動
詞
を
も
見
事

に
絵
画
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
誌
的
な
擬
人
像
は
、
テ
ク
ス
ト
の

動
詞
を
積
極
的
に
可
視
化
し
て
い 
る 
。
こ
の
用
法
は
、
型
に
は
ま
っ
た
古

＊
９

代
の
擬
人
像
表
現
に
比
べ
、
よ
り
柔
軟
で
即
興
性
が
目
立
つ
。
Ｕ
挿
絵
全

般
に
共
通
す
る
ス
ピ
ー
ド
感
と
あ
わ
せ
、
本
来
視
覚
化
の
困
難
な
音
や
運

動
の
要
素
を
、
画
面
に
組
み
込
む
意
欲
が
顕
著
で
あ
る
。

　

太
陽
と
月
の
擬
人
像
メ
ダ
イ
ヨ
ン
は
、
天
体
と
と
も
に
時
間
の
表
象
と

し
て
、「
昼
と
夜
」
や
「
一
日
」
な
ど
の
章
句
を
視
覚
化
し
て
い
る
。
太

陽
と
月
は
大
部
分
が
胸
像
で
あ
る
の
で
、
地
誌
的
な
擬
人
像
ほ
ど
活
発
な

仕
草
は
期
待
で
き
な
い
が
、
一
八
篇
三
節
「
昼
は
昼
に
語
り
伝
え
、
夜
は

夜
に
知
識
を
送
る
」
を
反
映
し
て
、
二
つ
の
太
陽
と
月
が
そ
れ
ぞ
れ
語
り

合
っ
て
い
る
（f.10v

      

 　
　
 
）。
さ
ら
に
長
い
時
間
の
表
象
と
し
て
、
七
三
篇
一
六

　

＊
１
０

節
「
昼
は
…
夜
は
」
と
一
七
節
「
夏
と
冬
」
を
合
わ
せ
て
、
上
半
身
裸
の

夏
が
昼
の
太
陽
に
照
ら
さ
れ
、
毛
皮
を
ま
と
っ
た
冬
は
夜
の
星
を
背
景
に

し
て
い
る
（f.42r

      

 　
　
 
）。

　

＊
１
１

　

六
四
篇
（f.36r

     
、
図
３
）
は
、
Ｕ
で
唯
一
の
円
形
構
図
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
二
節
「
年
を
冠
に
し
て
」
か
ら
連
想
さ
れ
た
ゾ
デ
ィ
ア
ッ
ク
（
黄
道
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十
二
宮
）
の
円

環
が
、
画
面
の

枠
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で 
あ
る 
。

　

＊
１
２

一
年
の
時
間
的

サ
イ
ク
ル
を
黄

道
十
二
宮
の
帯

に
よ
っ
て
表
象

す
る
卓
抜
し
た

発
想
に
つ
い
て
、

既
に
辻
佐
保
子

氏
が
光
背
モ
テ

ィ
ー
フ
の
形
成

と
舗
床
モ
ザ
イ

ク
研
究
に
通
底
さ
せ
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
論
考
を
発
表
し
て 
い
る 
。
六

　

＊
１
３

四
篇
で
は
循
環
す
る
時
間
を
表
す
黄
道
十
二
宮
と
城
壁
が
全
世
界
を
円
環

状
に
囲
ん
で
い
る
。
世
界
は
城
壁
で
囲
ま
れ
、
都
市
と
田
園
に
分
か
れ
て

い
る
。
城
壁
の
外
に
は
二
個
の
水
瓶
状
の
水
源
か
ら
流
れ
出
た
川
な
い
し

は
海
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
画
面
全
体
を
構
築
す
る
働

き
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
水
は
黄
道
十
二
宮
と
城

壁
と
い
う
二
重
の
円
環
の
中
間
に
あ
っ
て
、
永
遠
に
循
環
す
る
時
間
の
も

と
で
、
世
界
の
果
て
を
規
定
す
る
海
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
円
形
構
図
は
、

世
界
図
や
天
体
運
行
図
が
掲
載
さ
れ
た
古
代
の
地
誌
学
、
天
文
学
書
に
拠

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
バ
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
の
著
作
な
ど
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
修
道
院
で
は
、
自
然
科
学
に
関
心
が
集
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て 
い
る 
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
、
古
典
古
代
に
さ
か

　

＊
１
４

の
ぼ
る
自
然
科
学
の
継
承
と
、
初
期
中
世
に
お
け
る
新
た
な
図
像
形
成
を

関
連
づ
け
る
論
考
は
試
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ビ
ア
ン
カ
・
キ
ュ
ー
ネ
ル
の
最
新

研
究
は
、
従
来
個
別
に
記
述
、
分
類
さ
れ
て
い
た
初
期
中
世
天
文
学
書
写

本
の
天
体
運
行
図
や
宇
宙
図
な
ど
の
図
表
が
、
中
世
初
期
の
「
栄
光
の
キ

リ
ス
ト
」
や
終
末
論
図
像
の
形
成
に
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証

 
し
た 
。
天
文
学
書
写
本
は
こ
れ
ま
で
漠
然
と
古
代
の
知
的
遺
産
を
継
承
し

　

＊
１
５

た
証
と
見
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
図
像
と
の
関
連
が
本
格

的
に
検
討
さ
れ
る
機
会
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
キ
ュ
ー
ネ
ル
は
一
章
で
Ｓ
の

「
栄
光
の
キ
リ
ス
ト
」
に
着
目
し
、
五
個
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
構
成
の
起
源
と
視

覚
化
さ
れ
た
理
念
を
検
討 
し
た 
。
二
章
と
三
章
で
は
、「
栄
光
の
キ
リ
ス

　

＊
１
６

ト
」
図
像
の
発
展
を
促
し
た
と
推
測
さ
れ
る
天
文
学
書
や
自
然
誌
写
本
の

天
体
運
行
図
や
宇
宙
図
の
展
開
と
、
そ
れ
を
支
え
た
神
学
的
な
宇
宙
観
を

整
理
し
て 
い
る 
。
四
章
で
は
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
著
述
か
ら
、
宇
宙
観
と
キ
リ

　

＊
１
７

ス
ト
教
的
終
末
論
が
結
合
し
、
た
と
え
ば
ト
ゥ
ー
ル
派
大
型
聖
書
扉
絵
の

全
宇
宙
を
統
括
し
裁
く
「
栄
光
の
キ
リ
ス
ト
」
や
黙
示
録
挿
絵
の
成
立
す

る
過
程
を
検
証 
し
た 
。
そ
し
て
五
章
で
は
円
と
方
形
或
い
は
マ
ン
ド
ル
ラ

　

＊
１
８

と
菱
形
を
組
み
合
わ
せ
た
「
栄
光
の
キ
リ
ス
ト
」
図
像
の
発
展
を
、
オ
ッ

ト
ー
朝
か
ら
一
二
世
紀
に
辿 
っ
た 
。
本
書
は
非
常
に
意
欲
的
な
内
容
で
、

　

＊
１
９

大
い
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
Ｕ
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
Ｕ
挿

絵
の
主
題
が
、
黙
示
録
挿
絵
や
「
栄
光
の
キ
リ
ス
ト
」
と
同
列
に
論
じ
る

に
は
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
少
な
く
と
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も
六
四
篇
の
黄
道
十
二
宮
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
キ
ュ
ー
ネ
ル
が
提
起
し
た
初

期
中
世
神
学
の
古
代
自
然
科
学
受
容
と
関
わ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
六
四
篇
上
部
中
央
の
キ
リ
ス
ト
は
、
槍
を
持
ち
獅
子
と
蛇
を
踏
み

つ
け
（
七
節
「
雄
々
し
さ
を
身
に
帯
び
」）、
そ
の
右
下
で
は
死
者
が
復
活

し
て
い
る
（
三
節
「
す
べ
て
の
肉
な
る
も
の
は
あ
な
た
の
も
と
に
来
ま

す
」）。
こ
の
最
後
の
審
判
図
像
を
形
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
黄
道
十
二
宮

の
円
環
は
、
キ
ュ
ー
ネ
ル
の
論
考
を
補
完
す
る
事
例
と
見
な
す
こ
と
が
出

来
る
。

三　

冥
界
の
表
象

　

Ｕ
挿
絵
に
見
い
だ
さ
れ
る
古
代
的
な
表
象
の
中
で
、
死
に
ま
つ
わ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
地
獄
の
穴
、
ハ
デ
ス
、
ケ
ル
ベ
ロ
ス
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
筆
者
は
あ
ま
り
考
察
し
な
か
っ
た
。
古
代
末
期
美
術
の
表
象
と
そ
の
背

後
の
冥
界
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
す
で
に
一
九
四
二
年
に
キ
ュ
モ
ン
が
大

著
を
発
表
し
、
永
澤
峻
氏
に
よ
る
解
題
が
発
表
さ
れ
て 
い
る 
。

　

＊
２
０

　

Ｕ
に
お
け
る
冥
界
の
表
象
は
、
キ
ュ
モ
ン
が
検
証
し
た
古
代
末
期
の
心

性
を
色
濃
く
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
『
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
テ
ィ
カ

ヌ
ス
』
のPict.33

 
      
（
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
図
書
館
、Vat.lat.3225,f.47v

 
                    
）
は
、

巫
女
シ
ュ
ビ
ラ
に
導
か
れ
て
冥
府
を
訪
れ
た
ア
エ
ネ
ア
ス
を
描 
い
た 
。
暗

　

＊
２
１

い
青
紫
の
色
調
は
冥
界
の
光
景
に
ふ
さ
わ
し
い
。
画
面
左
下
に
冥
府
の
洞

窟
が
口
を
開
け
、
一
行
が
地
獄
の
門
番
と
出
会
う
。
画
面
中
央
の
巨
大
な

楡
の
木
の
周
囲
に
は
ヒ
ュ
ド
ラ
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
、
キ
マ
イ
ラ
、
ス
キ
ュ

ラ
、
ハ
ル
ビ
ュ
イ
ア
な
ど
の
怪
物
と
、「
嘆
き
」、「
戦
争
」、「
飢
餓
」、「
復

讐
」
な
ど
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
観
念
の
擬
人
像
が
並
ん
で
い
る
。
冥
府
の
入

り
口
と
画
面
右
下
の
キ
マ
イ
ラ
の
巣
は
、
Ｕ
の
冥
府
を
あ
ら
わ
す
洞
窟
と

似
通
っ
て
い
る
。

　

Ｕ
の
地
獄
表
現
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
図
像
カ
タ
ロ
グ
全
四
二
例
の
う

ち
三
三
例
が
炎
の
燃
え
さ
か
る
穴
で
、
そ
の
中
の
一
四
例
に
は
死
の
擬
人

像
ハ
デ
ス
が
認
め
ら

 
れ
る 
。
九
〇
篇
（f.53v

     
、

　

＊
２
２

図
４
）
下
部
の
丘
陵
の

左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
地
獄

穴
が
あ
り
、
ハ
デ
ス
が

斜
面
を
落
下
す
る
罪
人

を
待
ち
受
け
て
い
る

（
七
節
「
傍
ら
に
一
千

の
人
、
右
に
一
万
の
人

が
倒
れ
る
」）。
天
使
の

翼
に
守
ら
れ
な
が
ら

（
四
節
「
翼
の
下
に
か

ば
っ
て
」）
獅
子
と
蝮

を
踏
む
キ
リ
ス
ト
（
八

節
）
の
右
上
空
に
も
、

ハ
デ
ス
に
よ
く
似
た
疫

病
の
擬
人
像
が
登
場
す

る
（
六
節
「
真
昼
に
襲

う 
病
魔 
」）。
六
四
篇
と

　

＊
２
３

同
様
に
悪
や
死
の
象
徴
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を
制
圧
し
た
キ
リ
ス
ト
を
中
心
に
据
え
、
左
右
か
ら
弓
を
絞
る
敵
、
地
獄

へ
と
落
下
す
る
悪
人
を
そ
れ
ぞ
れ
結
ぶ
連
繋
の
交
錯
は
、
画
面
に
均
衡
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
ハ
デ
ス
は
巨
大
な
顔
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
一
一
四
篇
で
は
ハ
デ
ス
が
地
獄
穴
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
、
詩
篇

作
者
を
と
ら
え
よ
う
と
腕
を
伸
ば
し
て
い
る
（
三
節
「
死
の
綱
が
私
に
か

ら
み
つ
き
」、f.67r

     
上
、
図
５
）。
こ
の
場
合
は
、
九
世
紀
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン

の
余
白
挿
絵
入
り
詩
篇
の
、
死
者
の
魂
を
む
さ
ぼ
り
食
う
半
裸
の
ハ
デ
ス

を
連
想
さ 
せ
る 
。
一
方
、
頭
部
の
み
の
ハ
デ
ス
は
、
す
で
に
ジ
ェ
ロ
ー

　

＊
２
４

ム
・
バ
シ
ェ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
発

展
す
る
「
地
獄
の
口
」
図
像
の
起
源
と
な
っ
て 
い
る 
。

　

＊
２
５

　

Ｕ
に
は
も
う
一
つ
、
古
代
的
な
冥
界
の
表
象
が
あ
る
。「
エ
ゼ
キ
ア
の

歌
」（f.84r

     
）
中
央
部
で
、
悪
魔
が
罪
人
を
地
獄
穴
に
落
と
し
、
地
獄
の
門

前
に
は
三
つ
の
頭
を
持
っ
た
番
犬
ケ
ル
ベ
ロ
ス
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る

（
イ
ザ
ヤ
書
三
八
章
一
〇
節
「
陰
府
の
門
」、
図
６
）。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
他
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
美
術
に
は
見
い
だ
さ
れ

ず
、『
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ヌ
ス
』
のPict.8

 
      
（f.9r

    
）
と
三
三
に
描
か
れ
て 
い
る 
。

　

＊
２
６

後
者
の
細
部
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
Ｕ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

が
い
か
に
豊
富
で
あ
る
か
を
よ
く
示
す
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
Ｕ
を
よ
く
見

る
と
、
ひ
と
つ
の
頭
は
罪
人
の
手
首
に
食
い
つ
い
て
い
る
。
画
家
の
素
早

い
筆
は
、
地
獄
の
責
め
苦
を
痛
み
と
し
て
喚
起
さ
せ
る
。
Ｕ
の
冥
界
は
、

消
滅
寸
前
の
古
代
イ
メ
ー
ジ
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
描
き
出
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

Ｕ
と
古
代
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
様
式
や
技
法
な

ど
目
に
見
え
る
次
元
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
根
底
に
は
、

古
代
イ
メ
ー
ジ
は
中
世
の
美
術
家
の
学
習
す
べ
き
規
範
で
あ
り
、
初
期
中
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世
美
術
は
古
代
イ
メ
ー
ジ
を
い
か
に
「
継
承
」
し
た
か
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
前
提
が
あ
っ
た
。
し
か
し
古
代
イ
メ
ー
ジ
の
用
い
方
に
着
目
す
る
と
、

Ｕ
で
は
挿
絵
に
音
や
動
き
、
時
間
と
空
間
の
広
が
り
を
与
え
る
た
め
に
、

擬
人
像
や
地
誌
、
さ
ら
に
異
教
神
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。注
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