
は
じ
め
に

「肖
像
」
は
、
狭
い
意
味
で
は
、
人
の
容
貌
の
似
姿
を
残
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し 

た
人
物
画
や
人
物
像(
塑
像
、
 

彫
像
な
ど)

を
さ
す
が
、
 

そ

の

人

物

の

「
個
性
」
と
い
う
内
面
に
か
か
わ
る 

こ
と
を
も
描
き
だ
す
と
い
う
面
が
あ
る
た
め
に
、
 

も
っ
と
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の 

た
め
、
た
と
え
ば
大
学
図
書
館
の
書
誌
検
索
で
「
肖
像
」

の
語
を
打
ち
込
む
と
、
ま
た
た
く
ま
に
六
百
を 

超
え
る
書
物
が
結
果
一
覧
と
し
て
挙
が
っ
て
く
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
言
葉
の
比
喩
的
な
用
法
の
う
ち
で
も
っ
と
も
馴
染
み
深
い
の
は
文
学
的
な
も
の
で
あ 

り
、
な
か
で
も
実
在
の
人
物
に
つ
い
て
の
生
涯
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
際
に
「
肖
像
」
の
名
を
つ
け
よ
う
と 

す
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
実
在
人
物
だ
け
で
な
く
、
想
像
上
の
人
物
に
つ
い
て
の
物
語
が
「
肖 

像
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
に
か
け
て
英
米
文
学
の
世 

界
で
は
作
品
名
に
「
肖
像
」
を
冠
す
る
こ
と
が
ま
る
で
流
行
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ

はじめに



タ
ー
、

ヘ
ン
リ
ー
ニ
ン
エ
イ
ム
ズ
、
 

オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
、
デ
ィ
ラ
ン
・ 

ト
マ
ス
な
ど
が
相
次
い
で
「
肖
像
」
の
作
者
と
し
て
名
を
連
ね
た
。
そ
の
ペ
イ
タ1
に
よ
っ
て
、
す
べ
て 

の
芸
術
が
憧
れ
る
状
態
、
す
な
わ
ち
、
内
容
と
形
式
の
完
全
な
一
致
の
状
態
に
達
し
う
る
唯
一
の
表
現
媒 

体
と
さ
れ
た
音
楽
の
世
界
で
も
、
「
肖
像
」
花
盛
り
の
文
学
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
と
は
い
え
、
二
十
世
紀 

の
音
楽
家
バ
ル
ト
ー
ク
や
ヴ
ォ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
肖
像
」
を
楽
器
や
歌
声
で
表
現
し
よ
う
と
し 

て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
個
性
」
を
と
ら
え
る
と
い
う
一
点
に
か
ぎ
れ
ば
、
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
「
個
性
」
と
呼
び 

う
る
も
の
を
も
つ
す
べ
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
生
物
や
無
生
物
、
場
所
や
時
間
、
あ
る
い
は
制
度
や
価
値
と 

い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
の
「
肖
像
」
が
存
在
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
異
郷
で
出
く
わ
す
こ 

ま
ご
ま
と
し
た
表
層
の
事
象
に
偏
愛
の
眼
差
し
を
注
ぎ
、
そ
こ
か
ら
事
物
の
奥
底
の
本
質
を
え
ぐ
る
よ
う 

な
重
い
、
し
か
し
魅
力
あ
ふ
れ
る
思
索
に
到
達
す
る
「
都
市
の
肖
像
」
を
何
枚
も-
-

ナ
ポ
リ
、

モ
ス 

ク
ワ
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
、

マ
ル
セ
イ
ユ
、
そ
し
て
パ
リ
——

書
き
遺
し
た
の
は
、
ナ
チ
ス
の
手
を
逃
れ
よ
う 

と
し
て
ピ
レ
ネ
ー
山
中
に
み
ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
流
浪
の
思
想
家
ヴ
ァ
ル
タ
丨
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
だ
っ
た
が
、
 

プ
ラ
ハ
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
カ
イ
ロ
、
そ
し
て
東
京
な
ど
も
み
ず
か
ら
の
「
肖
像
」
を
掲
げ
て
く
れ
る
者
に 

事
欠
か
な
か
っ
た
。

都
市
と
い
う
空
間
的
存
在
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
が
そ
の
「
肖
像
」
を
描
か
れ
つ
づ
け
、

11



書
物
の
歴
史
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
顔
が
ひ
し
め
い
て
自
己
主
張
を
し
て
い
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
、
 

に 

摂
政
時
代
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
、
世

紀

末

、
ベ

ル

・
エ
ポ
ッ
ク
、

ロ
シ
ア
革
命
、
二
十
一
世
紀
の
「
肖 

心 

像
」
、
日
本
に
目
を
移
し
て
も
、
明
治
、
昭
和
、
戦
後
、
さ
ら
に
は
、
団
塊
、
バ

ブ

ル

の

「
肖
像
」
ま
で 

あ
る
。

こ
う
し
て
文
字
通
り
の
「
肖
像
」
か
ら
出
発
し
て
抽
象
概
念
の
「
肖
像
」
に
た
ど
り
着
い
て
か
ら
、

フ 

ェ
リ
ッ
ク
ス
と
ポ
ー
ル
の
ナ
ダ
ー
ル
親
子
に
よ
る
「
パ
リ
の
肖
像
」
を
手
に
と
る
と
、
驚
く
こ
と
に
、
そ 

こ
に
は
街
角
の
景
色
や
歴
史
的
事
件
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
フ
ラ 

ン
ス
の
歴
史
を
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
形
作
っ
た
人
物.
.

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
か
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、

マ 

ラ
ル
メ
、
さ
ら
に
は
女
優
サ
ラ
，
ベ
ル
ナ
ー
ル
ま
で.
.

の
写
真
が
ず
ら
り
と
、
そ
れ
こ
そ
わ
が
物
顔
で 

並
ん
で
い
る
。
は
る
ば
る
遠
く
へ
来
た
は
ず
な
の
に
、

い
つ
の
ま
に
か
出
発
点
で
目
に
し
た
文
字
通
り
の 

「
肖
像
」
に
戻
っ
て
い
た
。
パ
リ
と
い
う
都
市
、
あ
る
い
は
そ
の
都
市
の
あ
る
時
代
の
「
肖
像
」
を
作
り 

だ
す
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
そ
こ
に
生
き
た
人
物
た
ち
の
「
肖
像
」
だ
っ
た
の
だ
。
思
え
ば
、
ベ
ン
ヤ 

ミ
ン
も
ま
た
、
都
市
と
人
間
の
「
肖
像
」
は

精

神

的

「
肖
像
」
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
趣
旨
の 

こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
字
通
り
と
比
喩
的
な
意
味
の
肖
像
は
、

い
つ
で
も
ど
こ
か
で
つ 

な
が
っ
て
い
る
。

本
書
に
お
い
て
も
、

い
ま
見
た
よ
う
な
「
肖
像
」
と
い
う
言
葉
の
広
が
り
を
限
定
せ
ず
に
で
き
る
か
ぎ 

造



り
幅
広
く
用
い
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
肖
像
」
と
い
う
概
念
は
、
文
学
、
歴
史
、
芸
術
な 

ど
、
人
文
学
諸
分
野
の
相
互
対
話
と
交
流
の
た
め
の
共
通
の
基
盤
と
、
こ
の
上
な
い
切
り
口
と
を
与
え
て 

く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
人
文
学
は
、
自
然
科
学
や
社
会
科
学
と
ち
が
っ
て
、
人
間
を
と
り
ま
く
諸
現
象 

の
普
遍
的
意
味
を
追
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
人
間
界
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
の
性
格
に
ど 

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
も
考
察
し
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て. 

個
別
性
と
具
体
性
を
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
拠
り
所
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
文
学
、
歴
史
、
芸
術
の
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
、
み

ず

か

ら

「肖
像
」
を
描
く
試
み
を
実
践 

し
て
き
た
者
、
そ
し
て
描/

書

か

れ

た

「
肖
像
」
を
研
究
の
対
象
と
し
て
き
た
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日 

本
か
ら
集
い
、
み
ず
か
ら
の
経
験
や
観
察
を
語
り
な
が
ら
、
過
去
、
現
在
、
さ
ら
に
は
未
来
に
お
い
て 

「
肖
像
」
を
描
く
こ
と
の
意
味
と
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
「
個
性
」

の
多
様
性
と
魅
力
に
つ
い
て
、
そ
れ 

ぞ
れ
の
立
場
で
推
し
量
り
、
問
い
直
そ
う
と
し
た
試
み
の
記
録
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
記
録
を
出
版
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
母
体
と
な
っ 

た
の
は
、
立
教
大
学
文
学
部
人
文
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト 

の
ひ
と
つ
と
し
て
採
択
さ
れ
た
「
『肖
像
』
を
切
り
口
と
し
た
人
文
学
研
究
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
」
 

(
研
究
代
表
：
小
嶋
菜
温
子
、
二
〇
〇
六|

二
〇
〇
七
年
度)

で
あ
る
。
討
議
、
勉
強
会
、
論
文
構
想
の
相
互
点
検 

な
ど
の
準
備
期
間
を
経
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
二
〇
〇
六
年
十
月
に
立
教
大
学
文
学
部
百
周
年
記
念
行
事
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の
ひ
と
つ
と
し
て
「
肖
像
と
個
性
」
と
題
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
口
英
同
時
通
訳
付
き
で
開
催
し
た
。
 

本
書
の
共
同
執
筆
者
の
う
ち
一
人
を
の
ぞ
け
ば
い
ず
れ
も
、
司

会

者(
小
嶋
菜
温
子
、
浦
野
聡)

、
あ
る
い
は 

パ
ネ
リ
ス
ト(

バ
ー
バ
ラ
・
レ
ヴ
ィ
ッ
ク
、
小
峯
和
明
、
 

桑
瀬
章
二
郎
、
 

藤
巻
明
、
 

カ
レ
ン
・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス)

と
し
て
こ 

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
直
接
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
は
そ
の
と
き
の
発
表
に
も
と
づ
き
な
が 

ら
、
パ
ネ
ル
同
士
の
や
り
と
り
ば
か
り
で
な
く
、
フ
ロ
ア
の
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
や
注
文
に
触 

発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
新
た
な
展
開
を
織
り
込
ん
で
い
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
せ
ず
に
執
筆
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
新
た
に
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
に 

加
わ
っ
た
ァ
ン
ヌ
・
コ
ル
ヌ
ル
ー
で
あ
る̂

こ
れ
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
踏
ま
え
て
「
肖
像
」
に 

つ
い
て
の
論
集
を
世
に
問
お
う
と
す
る
際
、
「
肖
像
」

の
発
展
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
西
欧
ル
ネ
サ 

ン
ス
時
代
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
の
執
筆
者
全
員
の
判
断
に
よ
る
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ 

ウ
ム
当
日
に
司
会
を
務
め
た
二
人
も
そ
れ
ぞ
れ
、
浦
野
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
西
洋
に
お
け
る
「
肖
像
」 

の
成
立
ま
で
を
概
観
し
、
小
嶋
が
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
「
肖
像
」
に
と
ど
ま
ら
ず
も
っ
と
広
く
日
本
上 

古
の
物
語
と
い
、っ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
表
象
の
軌
跡
を
た
ど
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り
ま
と
め
役
を
果 

た
し
て
い
る
。

蛇
足
な
が
ら
、
立
教
大
学
が
貴
重
図
書
と
し
て
購
入
す
る
に
あ
た
り
、
資
金
の
一
部
を
本
共
同
研
究
プ 

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
負
担
し
た
『竹
取
物
語
絵
巻
』
は
美
し
い
上
中
下
三
巻
の
巻
物
か
ら
な
り
、
現
在
人
文
科

はじめに



学
系
図
書
館
特
別
書
庫
の
所
蔵
品
と
し
て
、
イ
ン
タ
—
ネ
ッ
ト
上
で
常
時
デ
ジ
タ
ル
展
示
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
な
か
の
絵
の
一
枚
が
小
嶋
の
論
考
の
図
版
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
 

海
外
か
ら
寄
稿
し
た
三
名
の
文
章
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
母
語
で
あ
る
英
語(

レ
ヴ
ィ
ッ
ク
と
フ
オ
ー
サ
イ
ス) 

と
フ
ラ
ン
ス
語(

コ
ル
ヌ
ル
ー)

で
書
か
れ
、
そ
れ
を
論
文
末
尾
に
記
し
た
翻
訳
者
が
日
本
語
に
直
し
た
も 

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
際
的
共
同
研
究
か
ら
生
み
落
と
さ
れ
た
書
物
の
な
か
に
、
き
わ
め
て
魅
力
的
で
あ
り
な 

が
ら
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
絵
画
的
資
料
と
文
字
資
料
の
か
か
わ
り
を
論
じ
、
し
か
も
、
「
肖
像
」
と
し 

て
描/

書
か
れ
た
者
の
内
面
に
ま
で
踏
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
主
題 

と
、
各
執
筆
者
が
——

文
字
と
絵
画
へ
の
比
重
の
お
き
方
、
対
象
と
す
る
時
代
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ 

て
も
——

い
ず
れ
も
真
剣
に
格
闘
し
た
痕
跡
、
お
よ
び
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
を
包
ん
で
い
た
熱
気
の
反 

映
を
感
じ
と
っ
て
も
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
執
筆
者
一
同
こ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
本 

書
が
読
者
の
知
的
好
奇
心
を
喚
起
し
、
「
肖
像
」
と
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
る
「
個
性
」

の
実
に
多
様
な
姿
に 

つ
い
て
、
思
い
を
め
ぐ
ら
す
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
三
月

藤

巻

明
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