
ジ
ョ
セ
フ
・
ガ
ン
デ
ィ
の
幻
想
的
建
築
画

《
伏
魔
殿
》Pandem

onium

に
お
け
る

�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�

日

下

洋

平

は

じ

め

に

建
築
と
い
う
芸
術
が
、
そ
の
実
現
性
の
可
否
を
離
れ
て
存
在
性
を
持
つ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
建
築
が
本
来
的
機
能
で
は

な
く
、
絵
画
的
対
象
と
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
ビ
ビ
エ
ー
ナ
一
族
�
や
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
�
の
創
造
性
は

は
っ
き
り
と
答
え
て
い
る
（
図
版
１
、
２
）。
彼
ら
は
建
築
の
も
つ
慣
習
や
材
料
と
い
う
足
か
せ
を
取
り
除
い
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
領

域
に
お
い
て
、
作
者
は
決
し
て
ス
ケ
ー
ル
を
失
う
事
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
失
う
事
は
、
作
品
の
建
築
的
用
語
に
よ
る
伝

達
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
限
界
の
中
で
幻
想
的
建
築
画
と
い
う
芸
術
は
存
在
し
て
い
る
。
音
楽
は
想

像
力
の
も
た
ら
す
ほ
と
ん
ど
を
表
現
で
き
る
が
、
建
築
は
経
済
や
用
途
、
材
料
に
よ
っ
て
厳
し
く
縛
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
超

え
る
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
度
こ
う
し
た
足
か
せ
か
ら
解
き
放
ち
、
表
現
の
場
に
訴
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
実
現
の
可
能
性

と
い
う
拘
束
す
ら
取
り
除
く
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
幻
想
的
建
築
画
家
の
活
動
領
域
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
ら
は
音
楽
と

― ３６３ ―



同
様
の
自
由
を
指
向
す
る
事
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

こ
の
分
野
に
お
い
て
画
家
と
し
て

栄
誉
を
受
け
た
人
物
は
ピ
ラ
ネ
ー
ジ

た
だ
一
人
と
言
っ
て
い
い
。
カ
ナ
レ

ッ
ト
も
グ
ア
ル
デ
ィ
も
画
家
と
し
て

の
栄
誉
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
幻
想
的
建
築
画
家
と
し
て
よ
り

む
し
ろ
景
観
画
家
と
し
て
与
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
一
見

奇
妙
に
思
わ
れ
る
が
、
幻
想
的
建
築

画
家
は
建
築
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
画
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
建
築
と
絵
画
と
が
一
体
と
な
っ
た
作
品
を
生
み
出
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
建
築
家
で
あ
る
な
ら
ば
誰
し
も
自
身
の
作
品
の
実
現
を
願
う
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
幻
想
的
建
築
画
家

は
自
身
の
建
築
理
念
を
表
現
す
る
事
が
最
終
的
な
目
的
と
な
る
。
本
論
が
扱
う
ジ
ョ
セ
フ
・
ガ
ン
デ
ィJoseph

M
ichael

G
andy

1771−

1843

も
ま
た
、
こ
う
し
た
芸
術
家
の
一
人
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
は
一
九
世
紀
前
半
に
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
を
中
心
に
活
躍
し
た
建
築

家
で
あ
り
、
彼
の
名
は
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ンSir

John
Soane

�
お
抱
え
の
透
視
図
家
と
し
て
特
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
の
仕
事
は

大
き
く
三
つ
に
分
け
る
事
が
で
き
る
。
第
一
は
独
立
し
た
建
築
家
と
し
て
�
、
第
二
は
ソ
ー
ン
の
透
視
図
家
と
し
て
、
そ
し
て
第
三
は
本

論
で
扱
う
幻
想
的
建
築
画
家
と
し
て
、
で
あ
る
。
今
日
ガ
ン
デ
ィ
の
作
品
の
多
く
は
王
立
建
築
家
協
会
（
以
下
Ｒ
Ｉ
Ｂ
Ａ
）、
ロ
イ
ヤ
ル

図 1 ジュゼッペ・ガッリ・ビビエーナ《建築的空想》

図 2 ピラネージ《牢獄》第二版
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ア
カ
デ
ミ
ー
、
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ン
美
術
館
�
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以

外
は
主
に
個
人
の
所
蔵
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
ガ
ン
デ
ィ
に
関
し
て
建
築
家
と
し
て
の
側
面
が
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
が
新
古
典
主
義
の
時
代
に
お
け
る
奇
妙
な
建
築
家
と
い
う

扱
い
で
あ
り
、
正
当
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
建
築
史
家
の
エ
ミ
ー

ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
『
理
性
時
代
の
建
築
』
で
ガ
ン
デ
ィ
を
取
り
上
げ
、
ル
ク
ー
、

ル
ド
ゥ
ー
ら
に
連
な
る
、
特
異
な
抽
象
的
造
形
を
示
し
た
建
築
家
と
し
て
位
置
づ

け
、
ガ
ン
デ
ィ
を
建
築
思
想
史
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
一
方
サ
マ
ー
ソ
ン
は
作

品
を
具
体
的
に
読
み
取
る
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
感
情
的
な
研
究
で

は
あ
る
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
ら
湖
水
派
の
詩
人
達
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

サ
マ
ー
ソ
ン
は
、
ガ
ン
デ
ィ
の
コ
テ
ー
ジ
に
関
す
る
理
論
書
を
取
り
上
げ
、
彼
の
意

図
は
「
慎
ま
し
く
田
園
的
な
生
活
」
の
良
さ
を
再
発
見
し
、
そ
れ
ら
を
意
匠
の
中
に

表
現
す
る
事
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
ガ
ン
デ
ィ
の
生
き
た
時
代
の
思
想
・
文
学
の
全

体
的
状
況
か
ら
導
き
だ
し
て
い
る
�
。
よ
り
具
体
的
な
成
果
を
示
し
た
。
し
か
し
、

や
は
り
画
家
と
し
て
の
活
動
に
関
し
て
は
不
十
分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し

て
最
近
に
な
っ
て
建
築
史
家
ル
カ
チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
包
括
的
な
研
究
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
彼
の
関
心
は
ガ
ン
デ
ィ
後
期
の
作
品
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
初
期
の

作
品
に
関
し
て
は
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ガ
ン
デ
ィ
の

図 3 ガンディ《伏魔殿》王立建築家協会所蔵

― ３６５ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



初
期
の
幻
想
的
建
築
画
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
。

そ
の
為
に
本
稿
が
扱
う
の
は
、
一
八
〇
五
年
に
出
品
さ
れ
た
《
伏
魔
殿
》Pandem
o-

nium
で
あ
る
�
（
図
版
３
）。
ガ
ン
デ
ィ
は
自
身
の
能
力
と
想
像
力
を
誇
示
す
る
為
に

毎
年
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
建
築
画
を
出
品
し
た
が
、
こ
の
作
品
は
ガ
ン
デ
ィ
が
描

い
た
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
初
め
て
の
大
作
で
あ
り
、
そ
の
後
の
活
動
の
原
点
と
な
る
作
品

で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
事
に
よ
っ
て
、�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�

を
手
が
か
り
に
ジ
ョ
セ
フ
・
ガ
ン
デ
ィ
と
い
う
芸
術
家
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
明
確

に
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
第
一
節
で
は
ガ
ン
デ
ィ
の
業
績
を
紹
介

し
、
第
二
節
で
は
�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�
の
伝
統
と
幻
想
的
建
築
画
の
関
連
性

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
、《
伏
魔
殿
》
の
作
品
分
析
と
、
タ
ー
ナ
ー

Joseph
M
allord

Turner,1775−1851

の《
エ
ジ
プ
ト
第
五
の
災
厄
》The

Fifth
Plague

of
Egypt

（
図
版
４
）
と
の
比
較
を
試
み
る
事
に
よ
っ
て
、《
伏
魔
殿
》
制
作
の
背
後

に
タ
ー
ナ
ー
の
存
在
が
あ
っ
た
事
、
特
に
�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�
と
い
う
点
に
お
い
て
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
ガ
ン
デ
ィ
の
幻
想
的
建
築
画
を
一
八
世
紀
以
降
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
絵
画
の
流
れ
の
中

に
位
置
づ
け
る
。

図 4 ターナー《エジプト第五の災厄》インディアナポ
リス美術館蔵
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第
一
節

そ
の
生
涯
と
幻
想
的
建
築
画

１
│

１

業
績

ジ
ョ
セ
フ
・
ガ
ン
デ
ィ
は
一
七
七
一
年
、
ロ
ン
ド
ン
東
部
オ
ー
ル
ゲ
イ
トA

ldgate

に
ト
ー
マ
ス
・
ガ
ン
デ
ィThom

as
G
andy

の
子

供
と
し
て
生
ま
れ
る
�
。
父
ト
ー
マ
ス
は
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
チ
ン
デ
イ
ルJohn

M
artindale

に
よ
っ
て
雇
わ
れ
て
お
り
、“W

hite’s

club”

�
で
一
七
七
九
年
か
ら
一
七
九
七
年
ま
で
給
仕
を
し
て
い
た
。
ガ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
当
時
著
名
な
建
築

家
で
あ
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ワ
イ
ア
ッ
トJam

es
W
yatt,

1746−1813

�
が
ク
ラ
ブ
の
改
修
の
為
に
訪
れ
た
事
で
あ
る
。
マ
ー
チ
ン
デ
イ

ル
に
ガ
ン
デ
ィ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
見
せ
ら
れ
た
ワ
イ
ア
ッ
ト
は
、
こ
の
何
の
教
育
も
受
け
て
い
な
い
一
六
歳
の
少
年
を
自
身
の
事
務
所
の
正

式
な
生
徒
と
し
て
受
け
入
れ
る
事
に
し
た
。
一
七
八
九
年
、
マ
ー
チ
ン
デ
イ
ル
の
支
援
の
下
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
し
、
翌
年
に

は
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会
で
凱
旋
門
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
主
席
を
獲
得
し
、
ロ
ー
マ
へ
の
留
学
の
権
利
を
勝
ち
取
っ
た
。

そ
し
て
同
年
、
マ
ー
チ
ン
デ
イ
ル
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
ロ
ー
マ
に
向
け
て
出
発
し
た
。
こ
の
旅
の
途
中
、
船
の
中
で
見
た
と
さ
れ
る
夢

は
ガ
ン
デ
ィ
の
そ
の
後
の
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
事
に
な
り
、
そ
の
内
容
を
父
に
向
け
た
手
紙
の
中
に
書
き
残
し
て
い
る
。
ロ
ー

マ
で
の
ガ
ン
デ
ィ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
を
中
心
に
熱
心
な
調
査
を
行
い
三
〇
〇
以
上
の
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ス
ケ
ッ

チ
に
お
け
る
古
代
ロ
ー
マ
風
の
建
築
案
等
か
ら
そ
の
後
の
活
動
の
一
部
を
見
い
だ
す
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
間
に
何
点
か
風
景

画
を
残
し
て
お
り
、
画
面
構
成
の
点
に
お
い
て
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌPierre

H
enri

V
alenciennes,

1750−1819

の
影
響
が
伺
え
る
。
そ

の
後
、
マ
ー
チ
ン
デ
イ
ル
が
破
産
し
た
た
め
資
金
難
に
陥
り
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
こ
の
ロ
ー
マ
留
学
は
ガ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
非

常
に
重
要
な
時
期
と
な
っ
た
。
帰
国
後
、
ま
も
な
く
建
築
家
の
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ン
の
事
務
所
で
働
く
事
と
な
る
。
ソ
ー
ン
は
当
時
の
味
気

― ３６７ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク

な
い
建
築
界
に
初
め
て
「
疾

風

怒

涛
」
を
持
ち
込
ん
だ
建
築
家
で
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
が
ソ
ー
ン
の
為
に
行
っ
た
最
初
の
優
れ
た

仕
事
が
《
証
券
取
引
所
》View

ofthe
Bank

ofEngland
Rotunda

as
Built,

1798

で
あ
る
。
こ
の
仕
事
で
ガ
ン
デ
ィ
は
ソ
ー
ン
の
ア
イ

デ
ア
を
見
事
に
表
現
し
、
以
降
ソ
ー
ン
の
案
を
視
覚
化
す
る
助
手
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ソ
ー
ン
の
為
に
描
か

れ
た
水
彩
画
は
、
毎
年
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
い
る
。
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
は
建
築
家
と
し
て
独
立
し
、
建
築

が
具
体
化
し
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
立
美
術
院
準
会
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ソ
ー
ン
は
、
建
築
家
と
し
て
当
時
正

当
な
評
価
と
収
入
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
ガ
ン
デ
ィ
は
気
難
し
い
性
格
が
災
い
し
、
望
ん
で
い
た
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
の
遠
近
法
教

授
に
な
る
こ
と
も
叶
わ
ず
�
、
ま
た
ソ
ー
ン
か
ら
の
度
重
な
る
援
助
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
貧
困
に
苦
し
み
、

そ
の
死
を
債
務
者
刑
務
所
で
一
八
四
三
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
寂
し
く
迎
え
る
事
に
な
っ
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ
ン
デ
ィ
の
活
動
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
建
築
家
と
し
て
、
ソ
ー
ン
お
抱
え
の
透
視

図
家
と
し
て
、
そ
し
て
建
築
画
家
と
し
て
の
三
つ
で
あ
る
。
建
築
家
と
し
て
実
際
に
建
設
さ
れ
た
作
品
は
わ
ず
か
し
か
存
在
せ
ず
、
建
築

家
と
し
て
の
主
要
な
活
動
は
コ
テ
ー
ジ
に
関
す
る
理
論
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。
サ
マ
ー
ソ
ン
は
こ
の
理
論
書
の
挿
絵
に
注
目
し
、
そ
こ
に
ワ

ー
ズ
ワ
ー
ス
ら
湖
水
派
詩
人
と
の
類
似
点
を
見
い
だ
し
て
い
る
�
。
サ
マ
ー
ソ
ン
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
コ
ウ
ル
リ
ッ
ヂ
に
よ
る
『
抒
情
民

謡
集
』Lirycal

Ballads
1798

の
序
文
に
に
お
け
る
「
平
明
で
力
強
い
こ
と
ば
」（speak

a
plainer

and
m
ore

em
phatic

language

）
と

い
う
一
節
に
注
目
し
、
ガ
ン
デ
ィ
が
コ
テ
ー
ジ
プ
ラ
ン
の
背
景
で
示
し
た
風
景
と
単
純
化
さ
れ
直
接
的
方
法
に
訴
え
か
け
る
設
計
案
と
の

間
に
類
似
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
性
の
復
権
で
あ
る
。
透
視
図
画
家
と
し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
は
ソ
ー
ン
の
期
待
に
的
確
に

応
え
、
作
品
の
多
く
は
現
在
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ズ
に
あ
る
サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ン
美
術
館
で
見
る
事
が
で
き
る
。

建
築
家
と
し
て
の
実
質
的
な
仕
事
と
し
て
は
一
八
〇
五
年
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
火
災
保
険
会
社
で
あ
る
。
正
面
を
二
つ
持
ち
、
一
方
は
一

階
に
ド
リ
ス
式
、
二
階
に
は
イ
オ
ニ
ア
式
オ
ー
ダ
ー
を
採
用
し
、
も
う
一
方
の
面
に
は
イ
オ
ニ
ア
式
の
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
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彼
の
建
物
は
い
く
つ
か
残
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
関
心
を
呼
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
手
が
け
た
作
品
が
あ
ま
り
に

少
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
ガ
ン
デ
ィ
の
建
築
家
と
し
て
の
資
質
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
生
き
た
時
代
は
建
築
家
に
と

っ
て
非
常
に
過
酷
な
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
仕
事
の
あ
っ
た
建
築
家
は
一
七
五
〇
年
代
に
生
ま
れ
、
ア
ミ
ア
ン
和
議
以
前
に
既
に
軌
道
に

乗
っ
て
い
た
世
代
で
あ
る
。
公
共
建
築
は
彼
ら
の
元
に
集
ま
り
、
若
い
建
築
家
に
は
小
さ
な
改
装
程
度
の
機
会
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
事
実
、
ガ
ン
デ
ィ
と
同
世
代
で
年
表
に
名
を
残
す
建
築
家
は
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ワ
イ
ア
ッ
トSir

Jeffry
W
yatt,

1766−1840

�
一
人

で
あ
る
が
、
彼
の
成
功
も
六
十
代
近
く
に
な
っ
て
や
っ
と
得
た
も
の
で
あ
る
�
。

理
論
家
と
し
て
ガ
ン
デ
ィ
は
風
変
わ
り
な
書
物
を
残
し
て
い
る
。
一
八
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た『
コ
テ
ー
ジ
の
設
計
』Designs

for
C
ot-

tages,C
ottage

Farm
s,and

O
ther

Rural
Buildings

、『
田
園
建
築
家
』The

Rural
Architect:

C
onsisting

of
Various

D
esigns

for

C
ountry

Buildings,
Accom

panied
w
ith
G
round

Plans,
Estim

ates
and

D
escriptions

の
二
冊
の
書
物
で
あ
る
�
。
そ
こ
に
は
極
め
て

奇
妙
な
デ
ザ
イ
ン
の
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
当
時
コ
テ
ー
ジ
に
関
す
る
理
論
書
が
流
行
し
て
お
り
、
ガ
ン
デ
ィ
も
そ
の
流
行
の
な
か

で
こ
の
書
物
を
著
し
た
の
だ
ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
が
構
想
し
た
コ
テ
ー
ジ
は
ど
れ
も
極
め
て
簡
素
で
あ
り
、
抽
象
的
な
計
画
に
終
始
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
指
向
は
、
幻
想
的
建
築
家
と
し
て
描
い
た
様
々
な
作
品
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
お
り
、
議
論
の
余
地
を
大
き
く
残
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
計
画
は
む
し
ろ
《
人
類
原
書
の
建
築
物
》
等
の
最
晩
年
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
ロ
ー
ジ
ェ
が
語
っ
た
よ
う
な
木
製
の
柱

と
屋
根
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
家
を
思
わ
せ
る
作
品
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
�
。

透
視
図
家
と
し
て
の
活
動
が
ガ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
最
も
主
立
っ
た
活
動
で
あ
る
。
そ
の
活
動
領
域
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
ソ
ー
ン

の
才
能
を
示
す
透
視
図
家
と
し
て
の
活
動
と
、
幻
想
的
建
築
画
家
と
し
て
の
活
動
で
あ
る
。
本
稿
で
は
後
者
の
建
築
画
家
と
し
て
の
活
動

に
焦
点
を
当
て
て
進
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
ガ
ン
デ
ィ
の
人
生
は
、
決
し
て
華
や
か
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
借
金
に
苦
し
み
成
功
と
は
程
遠
い
も
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の
で
あ
っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
の
抱
え
る
経
済
的
問
題
は
、
作
品
に
も
暗
い
影
を
落
と
し
続
け
て
お
り
、
心
情
と
作
品
と
の
分
析
は
依
然
研
究

の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
て
お
く
。

１
│

２

幻
想
的
建
築
画
の
伝
統

ガ
ン
デ
ィ
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
描
き
続
け
た
幻
想
的
建
築
画architectural

visions

（or
fantasy

）
と
は
ど
の
よ
う
な
絵
画
な
の
か
こ

こ
に
簡
単
な
概
略
を
示
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幻
想
的
建
築
画
と
は
、
建
築
の
本
来
持
つ
慣
習
や
材
料
と
い
っ
た
足
か

せ
を
取
り
除
い
て
、
芸
術
家
の
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
建
築
を
主
題
と
し
た
絵
画
で
あ
る
。
そ
の
源
泉
は
一
八
世
紀
の
グ
ラ
ン
ド

ツ
ア
ー
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
絵
画
に
あ
る
。
当
時
、
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タveduta

（
都
市
景
観
図
）�
と
呼
ば
れ
る
特
に
イ
タ
リ
ア
で
現

在
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
相
当
す
る
絵
画
作
品
が
流
行
し
た
�
。
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
は
そ
の
名
が
さ
す
通
り
、
都
市
の
観
光
名
所
が
描
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
正
確
に
都
市
や
建
築
を
描
く
と
い
う
習
慣
は
、
一
六
世
紀
頃
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
に
既
に
見
る
事
が
で
き
る
が
、
大
量
に

描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
に
至
る
の
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
（veduta

esatta

）。
多
く

が
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
の
子
弟
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
、
現
在
も
イ
ギ
リ
ス
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
画
家
と
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

で
活
躍
し
た
カ
ナ
レ
ッ
トC

analetto,1697−1768

、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
グ
ア
ル
デ
ィFrancesco

G
uardi,1712−93

、
ロ
ー
マ
で
活
躍

し
た
パ
ン
ニ
ー
ニG
iovanni

Paolo
Pannini,

1691−1765

、
ピ
ラ
ネ
ー
ジG

iovanni
B
attista

Piranesi,
1720−78

が
挙
げ
ら
れ
る
（
図

版
５
、
６
）。
彼
ら
は
忠
実
に
名
所
を
描
い
た
一
方
で
、
幻
想
的
な
風
景
を
描
い
た
も
の
を
残
し
て
い
る
（veduta

ideate

）。
そ
れ
ら
は

カ
プ
リ
ッ
チ
ョC

apriccio

と
呼
ば
れ
、
画
家
自
身
の
想
像
力
の
発
露
で
あ
っ
た
以
外
に
、
古
典
建
築
モ
テ
ィ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
、
そ

れ
を
言
い
当
て
る
と
い
う
あ
る
種
の
知
的
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
�
。
こ
の
カ
プ
リ
ッ
チ
ョ
の
流
行
と
は
別
に
、
ビ
ビ
エ

ー
ナ
一
族
を
頂
点
と
す
る
建
築
画
あ
る
い
は
舞
台
装
置
用
透
視
図
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
両
者
が
組
み
合
わ
さ
り
幻
想
的
建
築
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画
と
も
呼
び
う
る
作
品
が
誕
生
し
た
。
フ
ラ

ン
ス
の
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
等
が
こ
う
し
た

作
風
の
作
品
を
何
点
か
残
し
て
お
り
、
イ
ギ

リ
ス
で
は
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ンJohn

M
artin,

1789−1854

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
伝
統
は
海
を
渡
り
、
ア
メ
リ
カ
で

起
っ
た
ト
マ
ス
・
コ
ー
ルThom

as
C
ole,

1801−48

を
代
表
と
す
る
ハ
ド
ソ
ン
リ
バ
ー

派H
udson

R
iver

school

�
の
中
に
見
い
だ

す
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
も
こ
う
し
た
系
譜
に
連
な
る
画
家
で
あ
る
。

ガ
ン
デ
ィ
は
ソ
ー
ン
の
想
像
力
の
「
解
放
者
」
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
古
典
建
築
を
自
由
に
再
構
成
し
た
壮
大
な
作
品
を
毎
年
ロ
イ

ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
出
品
し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
の
多
く
が
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
や
ミ
ル
ト
ン
な
ど
の
文
学
作
品
か
ら
引
用
さ
れ
て
お
り
、
本

稿
で
扱
う
《
伏
魔
殿
》
も
ミ
ル
ト
ン
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
広
く
捉
え
れ
ば
、
当
時
の
異
国
趣
味
流
行
と
い
う
事
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
中

世
主
義
や
ゴ
シ
ッ
ク
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
で
あ
る
。

第
二
節

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
、
崇
高
、
幻
想
的
建
築
画

前
章
に
お
い
て
幻
想
的
建
築
画
の
成
立
に
つ
い
て
の
概
略
を
示
し
た
が
、
そ
の
成
立
と
当
時
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
流
行
と
は
無
関
係

図 6 グラルディ《カプリッチョ》ヘイ
ルスホーフ美術館

図 5 カナレット《古代の建物と廃墟の
あるカプリッチョ》ポルディ・ベ
ッツォーリ美術館蔵
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で
は
な
い
。
幻
想
的
建
築
画
が
都
市
景
観
図
に
そ
の
源
泉
を
持
っ
て
い
た
事
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
景
観
画
家
が
描
い
た
カ

プ
リ
ッ
チ
ョ
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
作
品
に
お
い
て
欠
か
す
事
の
で
き
な
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
廃
墟
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
、
プ
ッ
サ
ン
以
降
の
理

想
的
風
景
画
と
呼
ば
れ
る
作
品
に
お
い
て
、
時
代
性
や
画
趣
を
添
え
る
目
的
で
廃
墟
は
度
々
描
か
れ
て
き
た
が
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
流

行
と
共
に
そ
れ
は
主
題
と
な
り
、
景
観
画
家
達
は
こ
ぞ
っ
て
自
身
の
作
品
に
廃
墟
を
描
き
込
ん
だ
。
廃
墟
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
求
め
た
ピ
ク

チ
ャ
レ
ス
ク
な
風
景
を
構
成
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
不
規
則
性
、
ラ
ギ
ッ
ド
ネ
ス
、
多
様
性
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
と
い
っ
た
要
素
を
備
え
、

当
時
に
古
物
収
集
の
流
行
と
共
に
あ
る
種
の
熱
狂
を
生
ん
だ
。
こ
う
し
た
熱
狂
を
よ
く
示
す
例
が
、
風
景
庭
園
に
設
置
さ
れ
た
模
造
廃
墟

で
あ
ろ
う
�
。
廃
墟
は
そ
れ
自
体
が
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
存
在
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
時
間
の
絶
対
性
に
対
す
る
畏
怖
の
念
を
何
よ
り
も

強
く
感
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
崇
高
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。「
廃
墟
の
ロ
ベ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
た
ユ
ベ
ー
ル
・
ロ
ベ
ー
ル

H
ubert

R
obert

に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
サ
ロ
ン
評
は
特
に
有
名
で
あ
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
偉
大
な
諸
概
念
」
と
は
崇
高
に
他
な
ら

な
い
�
。
廃
墟
を
主
題
と
し
た
カ
プ
リ
ッ
チ
ョ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
を
境
に
収
束
し
て
し
ま
う
が
�
、
そ
れ
に
変
わ
っ
て
出
現
す
る
の

は
廃
墟
で
は
な
く
、
巨
物
偏
愛
的
な
都
市
景
観
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
カ
ン
プ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
想
像
図
は
ス
ケ

ー
ル
、
緻
密
さ
に
お
い
て
圧
倒
的
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
も
ま
た
そ

の
一
人
で
あ
り
、
メ
ガ
ロ
マ
ニ
ア
と
言
う
点
に
お
い
て
多
く
を
共
有
し
て
い
る
。

描
か
れ
た
主
題
は
、
古
代
建
築
か
ら
廃
墟
、
そ
し
て
再
び
古
代
建
築
へ
と
移
行
し
た
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
そ
れ
は

ロ
ラ
ン
や
プ
ッ
サ
ン
の
描
い
た
風
景
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
幻
想
的
建
築
画
に
描
か
れ
た
も
の
は
風
景
で
は
な
く
建
築
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
は
す
ぐ
に
分
か
る
事
だ
が
、
そ
の
建
築
の
描
か
れ
方
は
、
間
違
い
な
く
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
以
降
の

「
石
の
恐
怖
」
に
取
り
憑
か
れ
て
以
降
の
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
巨
大
さ
や
壮
大

さ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
偉
大
な
諸
概
念
」
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
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以
上
簡
単
に
、
幻
想
的
風
景
画
の
伝
統
に
つ
い
て
の
概
略
を
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
は
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
で
イ
タ
リ

ア
を
訪
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
貴
族
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
流
行
に
伴
っ

て
、
自
然
の
中
に
お
か
れ
た
廃
墟
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
特
に
好
ま
れ
た
。
そ
れ
は
時
間
性
を
強
く
感
じ
、
そ
の
絶
対
性
に
対
す
る
畏
怖
の
念

か
ら
起
こ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
古
代
建
築
へ
と
回
帰
す
る
に
従
っ
て
、
幻
想
は
巨
大
化
し
、
メ
ガ
ロ
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
も
の
へ
と
変
化
し
て

い
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
も
う
少
し
考
察
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
ガ
ン
デ
ィ
は
一
八

世
紀
以
降
に
流
行
し
た
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
画
家
達
の
流
れ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
が
描
い
た
、
崇
高
性
を
感
じ
さ
せ
る
巨

大
な
建
造
物
、
荒
々
し
い
背
景
、
様
々
な
建
築
的
モ
テ
ィ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
上
記
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節

Pandem
onium

《
伏
魔
殿
》
の
作
品
分
析

《
伏
魔
殿
│
あ
る
い
は
サ
タ
ン
と
そ
の
従
者
達
の
宮
殿
の
一
部
│
》Pandem

onium
,
or
part

of
the

high
capital

of
Satan

and
his

peers

は
一
八
〇
五
年
に
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
出
品
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
現
在
は
Ｒ
Ｉ
Ｂ
Ａ
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン

の
『
失
楽
園
』Paradise

Lost

に
お
い
て
語
ら
れ
た
建
築
物
を
主
題
と
し
た
作
品
が
何
点
か
あ
り
、《
伏
魔
殿
》
は
そ
の
最
初
の
作
品
で

あ
る
�
。
ガ
ン
デ
ィ
が
採
用
し
た
描
写
は
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

A
nd
here

letthose

W
ho
boastin

m
ortalthings,and

w
ond’ring

tell

― ３７３ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



O
f
B
abel,and

the
w
orks

of
M
em
phian

K
ings

Learn
how

thir
greatestM

onum
ents

of
Fam

e,

A
nd
Strength

and
A
rtare

easily
out-done

B
y
Spirits

reprobate,and
in
an
hour

W
hatin

an
age

they
w
ith
incessanttoyle

A
nd
hands

innum
erable

scarce
perform

.

（B
ook

1
692−69

）

こ
の
際
、
こ
の
世
の
朽
つ
べ
き
事
物
に
つ
い
て
誇
り
、
バ
ベ
ル
の
こ
と
や

歴
代
エ
ジ
プ
ト
の
王
が
築
い
た
あ
の
建
造
物
の
こ
と
を
驚
嘆
の
念
を

こ
め
て
語
る
人
々
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
、

彼
ら
の
名
声
を
伝
え
、
威
力
と
技
術
を
示
す
い
か
ほ
ど
の
偉
大
な
建
造
物
で
あ
れ
、

地
獄
に
堕
ち
た
こ
れ
ら
の
天
使
達
の
目
か
ら
み
れ
ば
児
戯
に
等
し
く
、

彼
ら
が
孜
々
と
し
て
倦
ま
ず
弛
ま
ず
働
き
無
数
の
人
手
を
駆
使
し
て

生
涯
か
け
て
も
営
み
え
な
か
っ
た
も
の
も
、
天
使
達
に
か
か
っ
て
は

一
時
間
で
す
む
と
い
う
こ
と
だ

B
uiltlike

a
Tem

ple,w
here

Pilasters
round

W
ere
set,and

D
oric

pillars
overlaid
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W
ith
G
olden

A
rchitrave

;
nor

did
there

w
ant

C
ornice

or
Freeze,w

ith
bossy

Sculptures
grav’n,

The
R
oof

w
as
fretted

G
old.

（B
ook

1
709−713

）

神
殿
風
に
作
ら
れ
た

宏
壮
な
建
物
が
地
中
か
ら
忽
然
と
し
て
霧
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
た
。

ま
わ
り
に
は
、
柱
形
や
、
金
色
燦
然
た
る
台
輪
を
嵌
め
込
ん
だ

ド
ー
リ
ア
風
の
柱
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
浮
き
彫
り
の
彫
刻
の

つ
い
た
蛇
腹
も
小
壁
も
備
わ
り
、
屋
根
は
美
し
い
意
匠
の
施
さ
れ
た

黄
金
で
葺
か
れ
て
い
た
�

ミ
ル
ト
ン
な
ど
の
文
学
作
品
に
作
品
の
源
泉
を
求
め
る
と
い
う
構
想
は
、
ロ
ー
マ
留
学
時
の
一
七
九
六
年
八
月
の
父
に
宛
て
た
手
紙
の

中
で
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
《
伏
魔
殿
》
の
ス
ケ
ッ
チ
を
終
わ
ら
せ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
後
版
画
に
す

る
と
い
う
試
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
は
そ
の
手
紙
の
中
で
、
こ
う
し
た
試
み
は
未
だ
誰
も
行
っ
て
い
な
い
と
書
い
て
い
る
が
、

実
際
は
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ュ
ー
ズ
リH

enry
Fuseli

が
一
七
九
〇
年
に
ミ
ル
ト
ン
の
絵
画
化
を
構
想
し
、
一
七
九
九
年
と
一
八
〇
〇
年
に
発

表
し
て
い
る
。
た
だ
、
両
者
の
決
定
的
な
違
い
は
、
フ
ュ
ー
ズ
リ
は
サ
タ
ン
の
描
写
、『
失
楽
園
』
の
物
語
性
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対

し
�
、
ガ
ン
デ
ィ
は
建
物
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
《
伏
魔
殿
》
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
当

時
の
流
行
で
あ
り
、
一
七
九
〇
年
か
ら
一
八
〇
二
年
の
間
に
実
に
４２
の
作
品
を
数
え
る
事
が
で
き
る
�
。

― ３７５ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



作
品
は
ミ
ル
ト
ン
の
記
述
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ガ
ン
デ
ィ
が
一
七
九
四
年
の
ロ
ー
マ
渡
航
時
に
見
た
と
さ
れ
る
夢

の
内
容
を
想
起
さ
せ
る
�
。
そ
の
夢
と
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

ガ
ン
デ
ィ
は
階
段
に
立
ち
、
窓
辺
で
少
女
に
囁
く
男
を
見
て
い
た
。
そ
の
少
女
は
か
つ
て
好
意
を
寄
せ
て
い
た
少
女
で
あ
っ
た
。

す
る
と
突
然
見
知
ら
ぬ
男
が
ガ
ン
デ
ィ
の
腕
を
つ
か
み
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
前
は
あ
の
少
女
を
力
づ
く
で
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」。
男
は
こ
っ
そ
り
囁
い
た
、「
私
は
お
前
の
友
人
だ
。
そ
し
て
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
お
前
に
教
え
て
や
る
」。
そ
し
て
男

は
ガ
ン
デ
ィ
を
宮
殿
と
晩
餐
に
連
れ
て
行
き
、
贈
り
物
を
彼
に
与
え
た
。「
お
前
は
悪
魔
だ
」、
ガ
ン
デ
ィ
は
叫
ん
だ
。
男
は
彼
を
ぐ

っ
と
掴
む
と
地
獄
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ
こ
は
ガ
ラ
ス
と
金
で
華
や
か
に
飾
ら
れ
た
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
巨
大
な
ク
レ

ー
ン
が
船
か
ら
舶
来
の
品
々
を
積
み
降
ろ
し
て
い
た
」。
そ
う
、
地
獄
は
現
代
の
ロ
ン
ド
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
は
粗
末

な
地
下
牢
か
ら
、
悪
魔
が
弁
護
士
や
起
業
家
達
と
飲
ん
で
い
る
隙
に
、
光
が
差
し
込
む
方
へ
と
逃
げ
出
し
た
。
外
に
出
る
と
ワ
イ
ン

の
空
き
瓶
が
山
の
様
に
積
ま
れ
て
い
た
。
ガ
ン
デ
ィ
は
急
な
坂
道
を
一
気
に
駆
け
上
が
っ
た
。
し
か
し
、
瓶
の
カ
タ
カ
タ
い
う
音
で

悪
魔
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
悪
魔
に
恩
知
ら
ず
と
罵
ら
れ
る
が
、
ガ
ン
デ
ィ
は
か
す
か
に
差
し
込
む
光
の
先
を
目
指
し
、
脱
出

に
成
功
す
る
�
。

こ
の
夢
は
、
お
そ
ら
く
ケ
チ
な
パ
ト
ロ
ン
と
そ
の
管
理
下
に
あ
る
自
身
へ
の
不
満
の
吐
露
で
あ
る
。
ガ
ン
デ
ィ
は
古
代
建
築
を
当
時
の

も
の
を
重
ね
て
見
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
底
を
さ
ま
よ
う
姿
は
そ
の
後
の
ガ
ン
デ
ィ
の
困
難
を
極
め
た
人
生
を
暗
示
し
て
い
る
内
容

で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
の
中
で
み
た
地
獄
を
《
伏
魔
殿
》
画
面
に
反
映
さ
せ
、
比
類
な
い
巨
大
な
建
築
物
を
構
想
し
て
い
る
。
前
景
右
端
に

は
悪
魔
に
引
き
ず
ら
れ
る
人
間
の
群
れ
が
描
か
れ
、
噴
火
す
る
火
山
と
溶
岩
の
湖
を
横
切
っ
て
巨
大
な
柱
廊
が
描
か
れ
て
い
る
。
建
築
的
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源
泉
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
宮
殿
は
ギ
リ
シ
ャ
風
神
殿
を
前
面
に
描
き
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
を
思
わ
せ
る
壮
大
な
ロ
ー
マ
風
神
殿
と
柱
廊
で
接

続
さ
せ
構
成
さ
れ
て
い
る
。
中
央
に
配
置
さ
れ
た
円
形
の
ド
ー
リ
ア
式
の
宮
殿
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
ス
ケ
ッ
チ
に
見
い
だ
さ
れ
る
�
。
宮

殿
の
円
形
の
開
口
部
か
ら
は
光
が
蒸
気
の
よ
う
に
吹
き
出
し
一
直
線
に
の
び
て
い
る
�
。
太
陽
光
が
対
角
線
上
に
差
し
込
み
、
宮
殿
を
照

ら
し
て
い
る
。
左
端
に
は
太
陽
だ
ろ
う
か
、
強
い
光
が
わ
ず
か
に
雲
間
か
ら
注
ぎ
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
悪
魔
的
な
都
市
は
空
と

地
上
の
衝
突
の
均
衡
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
古
代
建
築
を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
す
る
試
み
は
、
特
に
一
八
一
五
年

か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
多
く
、
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
記
述
を
元
に
様
々
な
場
面
を
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
一
八
一
九
年
に
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ

ミ
ー
に
出
品
さ
れ
たJupiter

Pluvius

は
、
前
景
は
暗
く
、
二
つ
の
交
差
す
る
川
と
滝
、
橋
が
中
心
で
交
差
し
、
中
景
に
様
々
な
建
築
的

モ
テ
ィ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
、
後
景
深
く
に
植
物
の
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
山
の
頂
き
に
神
殿
を
配
置
し
奥
行
き
を
出
し
て
い
る
。
建
築

物
は
中
景
の
左
右
、
そ
し
て
後
景
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
画
面
構
成
は
ガ
ン
デ
ィ
の
特
徴
の

一
つ
で
、
川
と
橋
を
対
角
に
配
置
し
、
建
築
群
を
大
き
な
固
ま
り
と
し
て
平
行
に
配
置
す
る
と
い
う
手
法
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
。
こ
の

手
法
は
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
語
る
プ
ラ
ン
の
用
法
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
�
。
こ
う
し
た
画
面
構
成
は
、
フ
レ
ン
チ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝

統
で
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
強
く
否
定
さ
れ
た
方
法
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
空
か
ら
除
く
強
い
光
の
描
写
は
、
ガ
ン
デ
ィ
が
夢
で
見

た
内
容
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
夢
で
見
た
地
獄
は
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ガ
ン
デ
ィ
は
こ
の

夢
の
中
で
光
を
見
い
だ
し
、
地
底
か
ら
の
脱
出
を
計
っ
た
。
そ
の
生
涯
は
常
に
貧
困
と
借
金
と
い
う
洞
窟
か
ら
の
脱
出
で
あ
っ
た
。
ガ
ン

デ
ィ
が
洞
窟
や
地
下
を
描
く
際
は
必
ず
神
秘
的
な
輝
き
や
、
陽
光
が
差
し
込
ん
で
い
る
。
こ
の
光
は
彼
が
夢
の
中
で
見
た
光
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ガ
ン
デ
ィ
は
暗
い
洞
窟
か
ら
の
脱
出
を
目
指
し
高
み
に
登
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。《
マ
ー
リ
ン
の
墳

墓
》The

Tom
b
of
M
arlin

等
の
作
品
に
も
特
徴
的
な
光
を
見
い
だ
す
事
が
で
き
る
。
こ
の
光
の
描
写
は
ガ
ン
デ
ィ
の
内
的
心
情
の
吐
露

と
受
け
取
る
事
が
で
き
、
彼
の
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

― ３７７ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



描
か
れ
た
主
題
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
タ
イ
ト
ル
が
ミ
ル
ト
ン
か
ら
の
引
用
で
あ
る
事
は
先
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
画
面
か
ら
は
そ

れ
と
は
別
に
、
社
会
的
背
景
を
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。
暗
闇
の
中
で
、
煌
煌
と
明
か
り
が
灯
る
様
は
昼
夜
問
わ
ず
稼
働
す
る
産
業
革
命

時
の
工
場
を
思
わ
せ
る
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
沌
と
し
た
変
化
を
〈
伏
魔
殿
〉

に
例
え
て
語
る
事
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
�
。
例
え
ば
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
は
フ
ォ
ン
ト
ヒ
ル
ア
ベ
イ
建
設
時
に
以
下
の
よ
う
な
言

葉
を
残
し
て
い
る
�
。

私
が
お
び
た
だ
し
い
数
の
ア
ー
チ
の
下
に
立
っ
た
時
、
反
響
す
る
声
を
聞
い
た
・
・
・

そ
れ
は
ま
る
で
炭
坑
の
深
奥
か
ら
、
あ
る

い
は
地
下
深
く
か
ら
地
獄
の
呪
文
や
伏
魔
殿
の
讃
歌
を
引
き
出
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た

《
伏
魔
殿
》
は
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
た
工
業
化
へ
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
英
仏
戦
争
時
の
対
立
や
不
安
を
も
示
し
て
い
る
�
。
画
面
右

下
の
悪
魔
に
連
れ
去
ら
れ
る
人
々
に
注
意
し
よ
う
。
羽
の
生
え
た
悪
魔
が
、
堕
落
し
た
人
々
に
尻
尾
を
巻
き
付
け
、
苦
痛
を
与
え
な
が

ら
、
地
獄
の
王
国
へ
と
連
れ
込
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
別
に
こ
の
部
分
だ
け
を
描
い
た
素
描
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
壮
大
な
王
国
を
前
に
見
る
者
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
目
的
で
描
き
加
え
ら
れ
た
事
が
分
か
る
。
バ
ー
ク
は
絵
画
作
品
が
文
学
作
品
を

超
え
る
事
は
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
特
に
地
獄
や
拷
問
の
崇
高
性
を
扱
っ
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
自
身
の
も
そ
う
し
た
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
の
中

で
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
�
。
し
か
し
、
バ
ー
ク
の
主
張
に
対
す
る
勝
利
を
示
す
為
に
《
伏
魔
殿
》
は
描
か
れ
た
。
そ
し
て
、《
伏
魔
殿
》

制
作
時
に
父
親
に
宛
て
た
手
紙
か
ら
、
エ
リ
ー
ト
主
義
に
対
す
る
不
満
を
ガ
ン
デ
ィ
が
抱
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。《
伏
魔
殿
》
に
は

�
新
た
な
る
ロ
ー
マ
�
た
る
ロ
ン
ド
ン
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ガ
ン
デ
ィ
が
《
伏
魔
殿
》
で
示
し
た
、
カ
タ
ク
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
画
面
は
タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
《
エ
ジ
プ
ト
第
五
の
災
厄
》
と
の
類
似
点
が
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指
摘
で
き
る
�
。
こ
の
作
品
は
一
八
〇
〇
年
に
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
出
品
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ン
デ
ィ
は
確
実
に
目
に
し
て
い
る
。
具

体
的
に
見
る
と
、
両
作
と
も
前
景
を
暗
く
、
中
景
以
降
に
構
造
物
を
配
置
し
、
奥
行
き
間
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
気
の
描
き
方
も
酷

似
し
て
い
る
が
、
ガ
ン
デ
ィ
は
タ
ー
ナ
ー
ほ
ど
深
遠
な
奥
行
き
を
出
す
事
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
こ
の
《
エ
ジ
プ
ト
第
五
の
災
厄
》
は

出
エ
ジ
プ
ト
記
に
記
述
さ
れ
て
い
る
家
畜
を
襲
っ
た
疫
病
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
景
の
倒
れ
た
家
畜
と
そ
の
背
後
燃
え
盛
る

町
は
崇
高
さ
と
結
び
つ
け
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
遠
近
法
教
授
の
職
を
争
っ
た
仲
で
あ
る
タ
ー
ナ
ー
と
ガ
ン
デ
ィ
と
の
関
係
は
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
共
に

建
築
画
に
原
点
を
持
つ
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
ガ
ン
デ
ィ
自
身
は
幻
想
的
建
築
画
に
関
し
て
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
お
ら
ず
、

残
さ
れ
た
意
見
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
タ
ー
ナ
ー
が
遠
近
法
教
授
と
し
て
語
っ
た
事
の
多
く
は
ガ
ン
デ
ィ
の
作
品

と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
両
者
は
ロ
ン
ド
ン
へ
の
批
判
と
言
う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
ガ
ン
デ
ィ
の
《
伏
魔
殿
》
の
作
品
分
析
を
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
画
面
構
成
そ
の
も
の
は
ヴ
ァ
ラ
シ
エ
ン

ヌ
の
プ
ラ
ン
の
用
法
に
沿
っ
た
フ
ラ
ン
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
的
な
手
法
に
終
始
し
て
い
る
が
、
大
気
の
描
き
方
に
は
タ
ー
ナ
ー
と
の
類

似
点
が
見
い
だ
せ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
渡
航
時
に
見
た
夢
と
の
関
連
性
は
、
こ
の
作
品
に
ガ
ン
デ
ィ
の
内
的
心
情
の
吐
露
と
い
う
別
の

側
面
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

以
上
、�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
な
が
ら
、《
伏
魔
殿
》
を
取
り
上
げ
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ガ
ン
デ
ィ
の
幻
想
的
建

築
画
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
そ
の
生
涯
を
紹
介
し
、
ガ
ン
デ
ィ
の
人
生
は
決
し
て
成
功
に
彩
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
借
金

― ３７９ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



と
貧
困
に
苦
し
ん
だ
暗
い
も
の
で
あ
っ
た
事
を
確
認
し
、
そ
れ
が
作
風
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
第
二
章
で

は
幻
想
的
建
築
画
の
伝
統
を
�
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
崇
高
�
と
の
関
連
性
を
中
心
に
示
し
、
風
景
画
に
描
か
れ
た
古
典
建
築
か
ら
主
題
と

し
て
の
廃
墟
、
そ
し
て
主
題
と
し
て
の
古
典
建
築
へ
と
変
遷
し
た
事
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
第
三
章
で
は
、
ガ
ン
デ
ィ
の
《
伏
魔
殿
》
を

考
察
し
、
タ
ー
ナ
ー
の
《
エ
ジ
プ
ト
第
五
の
災
厄
》
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
タ
ー
ナ
ー
の
よ
う
な
革
新
性
こ
そ
な
い
が
、
ガ
ン
デ
ィ
の
幻

想
的
建
築
画
を
一
八
世
紀
か
ら
続
く
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
絵
画
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
主
題
こ
そ
古
代
の
建
築
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
社
会
的
、
宗
教
的
背
景
が
見
え
隠
れ
し
、
そ
し
て
ガ
ン
デ
ィ
自
身
の
不
安
や
不
幸
と
い
っ
た
内
的
心
情
を
も
孕
ん
で
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
終
え
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
言
え
る
事
は
、
ガ
ン
デ
ィ
は
ロ
マ
ン
主
義
的
要
素
を
強
く
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ

る
。
建
築
家
と
し
て
の
ガ
ン
デ
ィ
は
と
る
に
足
ら
な
い
古
典
主
義
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ソ
ー
ン
の
「
解
放
者
」
と
し
て
、
あ
る
い
は

幻
想
的
建
築
画
家
と
し
て
の
ガ
ン
デ
ィ
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
新
古
典
主
義
と
の
間
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ガ
ン
デ
ィ
を
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
狭
間
に
存
在
す
る
建
築
家
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
指
摘
し
た
。

注�

始
祖
で
あ
る
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
一
六
五
七
│
一
七
四
三
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ガ
ッ
リ
一
六
九
六
│
一
七
五
六
の
二
人
が
有
名
。
ビ
ビ
エ
ー
ナ
一
族

は
基
本
的
に
舞
台
装
置
家
の
一
族
で
あ
り
、
遠
近
法
を
駆
使
し
た
作
品
を
残
し
て
い
る
。

�

G
iovanniB

attista
Piranesi

ロ
ー
マ
で
活
躍
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
建
築
家
。
ロ
ー
マ
の
古
代
遺
跡
を
中
心
と
し
た
銅
版
画
を
製
作
。

�

イ
ギ
リ
ス
人
建
築
家
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
主
義
的
な
作
品
を
残
し
た
。

�

特
に
そ
の
活
動
は
ロ
ー
マ
か
ら
帰
国
後
の
極
初
期
の
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。

�

ロ
ン
ド
ン
、
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
ズ
に
あ
る
ソ
ー
ン
の
自
邸
を
改
装
し
た
美
術
館
。

�

Sum
m
erson,H

eavenly
M
ainsion,

p.137

	

Pandem
onium

、『
失
楽
園
』
に
登
場
す
る
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
造
語
で
、
悪
魔
の
棲
む
地
獄
の
首
都
。

ジョセフ・ガンディの幻想的建築画 ― ３８０ ―



�

家
系
に
は
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ガ
ン
デ
ィW

illiam
G
andy

1660−1729

が
お
り
、
若
き
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
レ
イ
ノ
ル
ズJoshua

R
eynolds

に
影
響

を
与
え
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。Lukacher,Joseph

G
andy,p.65

�

一
六
九
七
年
、
セ
ン
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
街
に
建
設
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
最
初
の
ク
ラ
ブ
。
著
名
人
の
多
く
が
会
員
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

�

Jam
es
W
yatt,

1746−1813.

イ
ギ
リ
ス
人
建
築
家
。
早
く
か
ら
古
典
主
義
建
築
家
の
ロ
バ
ー
ト
・
ア
ダ
ム
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
、
後
の
ゴ
シ
ッ

ク
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
る
ゴ
シ
ッ
ク
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
為
のFonthill

A
bbey

を
設
計
し
た
事
で

知
ら
れ
る
。
数
多
く
の
改
修
を
行
っ
た
が
大
胆
な
改
修
も
あ
り
ピ
ュ
ー
ジ
ン
か
ら
は
「
破
壊
者
ワ
イ
ア
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
た
。

�

こ
の
時
、
教
授
に
選
ば
れ
た
の
は
タ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

�

Sum
m
erson,H

eavenly
M
ansion,

p.135

�

先
述
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ワ
イ
ア
ッ
ト
の
甥
。
後
に
ワ
イ
ア
ッ
ト
ヴ
ィ
ルW

yatville

に
改
名
。
ワ
イ
ア
ッ
ト
家
は
建
築
家
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
。

�

た
だ
、
ガ
ン
デ
ィ
自
身
の
性
格
に
問
題
が
あ
っ
た
事
も
事
実
で
あ
り
、
ガ
ン
デ
ィ
は
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
仕
事
の
用
立
て
を
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
目
に
し
た
風
景
画
家
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
「
彼
ほ
ど
の
天
才
が
な
ぜ
仕
事
に
困
る
の
か
」
と
尋
ね
る
と
、
返
答
は
「
彼
は
無
礼
だ
か
ら
だ
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

�

一
八
〇
〇
年
か
ら
八
年
ま
で
に
一
四
冊
以
上
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

	

フ
ラ
ン
ス
人
司
祭
マ
ル
ク＝

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
ー
ジ
ェ
は
、
著
書
『
建
築
始
論
』
の
な
か
で
、
建
築
か
ら
様
式
な
ど
の
虚
飾
を
取
り
去
り
プ
リ

ミ
テ
ィ
ブ
な
建
築
を
見
出
す
試
み
を
行
っ
た
。
彼
の
理
論
は
新
古
典
主
義
建
築
の
中
核
を
成
し
た
。




動
詞
の
「
視
る
」vedere

の
名
詞
形
で
あ
り
「
視
点
」
を
意
味
す
るveduto

に
由
来
す
る
。

�

ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
は
大
型
の
油
彩
か
ら
小
型
の
銅
版
画
ま
で
あ
り
、
都
市
の
景
観
を
忠
実
に
写
し
取
る
事
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

カ
ナ
レ
ッ
ト
や
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
な
ど
は
事
実
を
歪
曲
す
る
事
を
厭
わ
ず
、
追
加
や
削
除
、
存
在
し
得
な
い
視
点
で
都
市
の
景
観
を
描
い
て
い
る
。

�

カ
プ
リ
ッ
チ
ョ
と
い
う
用
語
の
方
が
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
イ
デ
ア
ー
タ
よ
り
包
括
的
な
言
葉
で
あ
る
。
よ
り
広
く
奇
想
を
示
す
用
語
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ザ

ー
リ
な
ど
も
ピ
エ
ロ
・
デ
ィ
・
コ
ジ
モ
礼
賛
の
文
章
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
幻
想
的
建
築
画
は
後
者
の
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
イ
デ
ア

ー
タ
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。



ト
マ
ス
・
コ
ー
ル
を
中
心
に
し
て
起
っ
た
ア
メ
リ
カ
最
初
の
美
術
運
動
。
雄
大
な
ア
メ
リ
カ
の
自
然
を
神
秘
的
に
描
く
。

�

庭
園
に
お
い
て
、
あ
る
ポ
イ
ン
ト
か
ら
の
光
景
が
よ
り
�
絵
画
的
�
に
な
る
よ
う
に
最
初
か
ら
廃
墟
と
し
て
建
設
さ
れ
た
典
型
物
。
実
際
に
あ
っ

た
廃
墟
を
取
り
込
む
場
合
も
あ
っ
た
が
、
わ
ざ
と
崩
壊
さ
せ
た
も
の
も
数
多
く
存
在
し
た
。

― ３８１ ― ジョセフ・ガンディの幻想的建築画



�

D
idelot,Salon

1776,p.306

�

フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
に
よ
っ
て
大
陸
の
横
断
が
困
難
に
な
っ
た
。
人
々
の
往
来
が
盛
ん
に
な
る
に
は
ア
ミ
ア
ン
和
議
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ガ
ン
デ
ィ
が
、
ロ
ー
マ
に
行
っ
た
の
は
ア
ミ
ア
ン
和
議
以
降
で
あ
り
、
彼
が
見
た
ロ
ー
マ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
占
領
下
の
ロ
ー
マ
で
あ
る
。

�

最
初
に
出
品
さ
れ
た
の
は
一
八
〇
五
年
だ
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
で
失
わ
れ
、
一
八
三
一
年
に
再
度
出
品
さ
れ
る
。
〇
五
年
の
作
品
が
三
一

年
の
も
の
と
同
一
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
は
ど
れ
も
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
た
め
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
。

�

ミ
ル
ト
ン
、『
失
楽
園
』、
四
〇
│
四
一
頁
。

�

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
作
品
へ
の
一
連
の
版
画
作
品
か
ら
も
分
か
る
通
り
で
あ
る
。

�

こ
の
流
行
は
当
時
の
社
会
的
背
景
と
強
く
関
連
し
て
い
る
。
後
で
述
べ
る
。

�

父
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
そ
の
手
紙
は
Ｒ
Ｉ
Ｂ
Ａ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

�

Lukacher,op.cit.,
p.100

	

Ibid.,
p.112




ル
ド
ゥ
ー
に
よ
る
「
シ
ョ
ー
の
製
塩
所
」
一
八
〇
四
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Ibid.,

p.112−113

�

V
alenciennes,Elem

ents
de
perspective

pratique,
p.419

�

Lukacher,op.cit.,
p.115



Ibid.,
p.114

�

Ibid.,
p.116−7

�

詩
を
最
高
位
と
し
た
芸
術
に
関
わ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
。

�

現
在
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
美
術
館
所
蔵
。
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