
作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消

│
│
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
西
洋
芸
術
│
│

伊

達

立

晶

序

詩
な
り
絵
画
な
り
作
者
が
何
ら
か
の
作
品
を
制
作
す
る
際
、
ふ
つ
う
我
々
は
そ
こ
に
作
者
の
個
人
的
な
制
作
意
志
を
認
め
る
だ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
作
者
は
作
者
と
し
て
の
個
人
性
を
維
持
し
て
制
作
活
動
に
従
事
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
で
、
作
者
の
個
人
的
な

意
志
を
越
え
た
力
に
よ
っ
て
作
品
が
制
作
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
古
く
か
ら
あ
る
。
た
と
え
ば
詩
的
霊
感
論
が
そ
う
で
あ
り
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
で
は
詩
の
女
神
ム
ー
サ
が
詩
人
の
口
を
通
じ
て
詩
を
語
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
詩
の
語
り
手
は
ム
ー
サ
で
あ
り
、
詩
人
は

自
ら
の
制
作
意
志
に
よ
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
陶
酔
状
態
で
詩
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
自
動
筆
記
の
場

合
も
、
作
者
は
自
己
の
意
識
的
な
制
作
意
図
を
越
え
る
無
意
識
的
な
働
き
を
招
来
し
よ
う
と
求
め
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
無
意
識
的
な

働
き
を
あ
く
ま
で
も
個
人
の
意
志
と
見
な
す
の
か
、
そ
れ
と
も
意
図
的
な
作
者
の
手
を
離
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
作
者
が
陶
酔
状
態
の
中

に
自
ら
の
個
人
性
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
な
す
の
か
、
判
断
は
分
か
れ
よ
う
。

― ２５ ―
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制
作
過
程
に
お
い
て
作
者
の
個
人
性
が
保
た
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
違
い
を
厳
密
に
見
き
わ
め
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
容
易
で
は
あ
る
ま

い
。
個
人
性
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
作
者
は
少
な
か
ら
ず
独
創
的
な
作
品
を
制
作
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
今
ま
で
に
な
い
作
品
を
制

作
す
る
た
め
に
は
自
分
で
も
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
新
し
い
発
想
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
意
図
を
越
え
た
成
果
が
期
待
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
発
想
が
生
じ
る
事
態
を
あ
く
ま
で
も
作
者
個
人
の
発
想
と
見
な
す
の
か
否
か
、
そ
の
判
断
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
意
識
的
に
制
作
し
よ
う
と
す
る
心
の
働
き
を
「
意
図
」
と
呼
び
、「
意
図
」
を
越
え
た
無
意
識
的
な
働
き
を

も
含
む
個
人
の
心
の
働
き
を
「
意
志
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
意
図
を
越
え
た
制
作
に
お
い
て
個
人
性
が
保
た
れ
る
（
意
志
的
で
あ
る
）
の

か
、
個
人
性
を
失
っ
て
い
る
（
も
は
や
意
志
的
で
は
な
い
）
の
か
と
い
う
判
断
の
違
い
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
作
者
個
人
の
意
志
に
よ
る
作
品
制
作
を
追
求
し
た
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ポ
ー
（Edgar

A
l

lan
Poe,18091849

）と
、
そ
の
詩
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
作
者
と
し
て
の
個
人
性
の
解
消
へ
の
方
向
性
を
拓
く
ボ
ー
ド
レ
ー
ル（C

harles

Pierre
B
audelaire,18211867

）、
お
よ
び
個
人
性
の
解
消
を
明
言
す
る
マ
ラ
ル
メ
（Stéphane

M
allarm

é,18421898

）
で
あ
る
。
特

に
マ
ラ
ル
メ
は
晩
年
の
詩
論
「
詩
の
危
機
」（“C

rise
de
vers,”

1897

）
に
お
い
て
、
詩
作
の
過
程
で
「
詩
人
の
消
滅
」
と
い
う
事
態
が

生
じ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（R

oland
B
arthes,19151980

）
は
こ
の
マ
ラ
ル
メ
の
主
張
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
有
名
な
「
作
者
の
死
」（“La

m
ort
de
l’A
uteur,”

1968

）
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
ポ
ー
か
ら
マ
ラ
ル
メ

へ
と
移
行
す
る
際
の
詩
的
制
作
論
の
転
換
に
、
現
代
の
「
作
者
の
死
」
問
題
の
端
緒
を
見
出
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
個
人
に
よ
る
制
作
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
ポ
ー
の
制
作
論
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て

変
容
し
、
現
代
芸
術
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
第
一
章
で
は
ま
ず
ポ
ー
の

詩
論
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
や
絵
画
の
制
作
論
、
第
三
章
で
マ
ラ
ル
メ
の
詩
や
絵
画
の
制
作
論
を
検
討
し
、
第
四

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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章
で
一
九
世
紀
末
以
降
の
西
洋
芸
術
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
制
作
に
お
け
る
個
人
性
の
消
滅
が
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
こ

と
を
指
摘
し
た
い
。
さ
ら
に
第
五
章
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
芸
術
運
動
の
展
開
を
取
り
巻
く
批
評
も
ま
た
、
作
品
制
作
に
お
け
る
作
者
の

個
人
性
の
解
消
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
以
上
の
考
察
を
経
て
、
ポ
ー
か
ら
マ
ラ
ル
メ
に
至
る
制
作
論
の
変
化
の

内
実
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
変
化
が
現
代
に
至
る
西
洋
芸
術
の
流
れ
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章

ポ
ー
の
詩
論

作
者
個
人
の
意
志
的
な
作
品
制
作
を
追
求
し
た
ポ
ー
の
詩
論
と
い
う
と
、
多
く
の
人
は
「
構
成
の
哲
学
」（“The

Philosophy
of
C
om



position,”
1846

）
の
こ
と
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
論
は
自
ら
の
詩
「
大
鴉
」（“The

R
aven,”

1845

）
の
制
作
方
法
に
つ
い
て
紹

介
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
が
偶
然
や
直
観
に
頼
る
こ
と
な
く
、
徹
底
的
に
意
図
的
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て

い
る
（Poe

〔a

〕,X
IV
,195

）。
そ
れ
ゆ
え
ポ
ー
が
作
者
個
人
の
意
志
に
よ
る
作
品
制
作
を
追
求
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
た

だ
こ
の
詩
論
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
十
分
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
じ
つ
は
こ
の
詩
論
は
、
ポ
ー
自
ら
が
他
の
様
々
な

テ
ク
ス
ト
に
書
き
残
し
て
い
る
詩
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
あ
え
て
隠
蔽
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
瞞
着
を
含
む
詩
論
で
あ

る
⑴
。
そ
の
た
め
「
構
成
の
哲
学
」
の
主
張
を
ふ
ま
え
る
だ
け
で
は
ポ
ー
の
詩
論
全
体
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
誤
解
に
陥

る
危
険
さ
え
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
ポ
ー
の
詩
論
を
概
観
し
て
お
こ
う
⑵
。

ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
（H

enry
W
adsw

orth
Longfellow

,18071882

）
の
バ
ラ
ッ
ド
な
ど
の
作
品
を
論
じ
た
一
八
四
二
年
の
ポ
ー
の
詩

論
（
以
下
「
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
の
バ
ラ
ッ
ド
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
、
ポ
ー
は
、
詩
人
た
る
も
の
は
感
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る

― ２７ ―
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地
上
世
界
の
美
に
満
足
す
る
こ
と
が
な
く
、
霊
感
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
天
上
の
美
を
求
め
る
も
の
だ
と
い
う
（X

I,71

）。
そ
れ
が

「
人
間
本
性
の
不�

滅�

の�

本
質
」
に
よ
る
の
だ
と
い
う
説
明
か
ら
も
（71

）、
魂
の
不
滅
を
説
く
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
さ
て
そ
の
天
上
の
美
を
十
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
生
身
の
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
努
力
し
て
も
、
詩

人
は
そ
の
天
上
の
美
そ
の
も
の
を
作
品
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
詩
人
が
瞬
間
的
に
霊
感
を
受
け
る
こ
と
自
体
は
肯
定
さ
れ
る

も
の
の
、
そ
こ
で
享
受
さ
れ
た
天
上
の
美
が
そ
の
ま
ま
作
品
化
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
詩
人
は
天
上
の
美

に
で
き
る
だ
け
近
づ
く
た
め
に
、「
諸
々
の
事
物
や
思
念
」
を
「
結
合
」
し
て
、
心
の
渇
き
を
癒
す
の
だ
と
い
う
（71-72

）。
こ
の

「
諸
々
の
事
物
や
思
念
」
を
意
図
的
に
「
結
合
」
す
る
能
力
が
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
（73

）。

一
八
四
五
年
の
ウ
ィ
リ
ス
（N

athaniel
Parker

W
illis,1806-1867

）
に
つ
い
て
の
批
評
で
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
心
は
無
か
ら
何
か
を
想
像
す
る
（im

agine

）
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
グ
リ
フ

ィ
ン
の
よ
う
な
存
在
を
想
像
す
る
場
合
で
も
、
実
際
に
は
感
覚
的
経
験
を
経
て
獲
得
さ
れ
た
既
存
の
観
念
（
鷲
の
頭
部
と
鈎
爪
、
ラ
イ
オ

ン
の
胴
と
下
肢
）
を
結
合
し
て
想
像
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
い
か
に
新
奇
な
構
想
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
構
想
は
単
に
普
通
に

な
い
結
合
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（X

II,38-39
）。
だ
が
こ
の
主
張
を
裏
返
す
な
ら
、
今
ま
で
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
の
な

か
っ
た
も
の
ど
う
し
を
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
結
合
す
る
な
ら
ば
、
新
奇
な
構
想
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

批
評
に
お
い
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
作
用
が
、
化
学
的
結
合
に
よ
っ
て
化
合
物
を
産
出
す
る
化
学
変
化
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

（38-39

）。
結
合
作
用
に
よ
っ
て
元
の
素
材
に
は
な
か
っ
た
新
奇
性
が
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
そ

の
結
合
作
用
に
よ
っ
て
、「
今
ま
で
に
こ
う
し
た
結
合
が
想
像
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な�

ぜ�

な�

の�

か�

」
と
自
問
せ
ず
に
お
れ
な
い
ほ
ど
統
一

性
の
あ
る
美
を
産
出
す
る
の
だ
と
い
う
（39

）。
い
わ
ば
詩
人
は
化
学
者
の
よ
う
に
、
結
合
す
る
詩
句
の
潜
在
的
性
質
を
吟
味
し
、
生
じ

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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る
で
あ
ろ
う
詩
句
の
「
化
学
変
化
」
を
あ
る
程
度
予
想
し
つ
つ
、
詩
句
を
結
合
し
て
予
想
を
超
え
る
美
的
効
果
を
産
出
し
て
い
く
わ
け
で

あ
る
（39

）。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
美
は
天
上
の
美
の
再
現
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
詩
人
に
で
き
る
こ
と
は
、
天

上
の
美
に
で
き
る
だ
け
近
い
美
を
産
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
う
ち
に
、
作
品
制
作
が
作
者
個
人
の
意
志
に
よ
る
の
か
否
か
を
め
ぐ
る
微
妙
な
問
題
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
制
作
活
動
は
、
自
ら
の
意
図
を
越
え
出
る
成
果
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
化
学
変
化
が
物
質
自
体
の
性

質
に
よ
っ
て
生
じ
る
よ
う
に
、
詩
人
は
詩
句
自
体
の
生
み
出
す
作
用
に
制
作
を
委
ね
る
と
い
う
側
面
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
イ
マ
ジ
ネ

ー
シ
ョ
ン
を
発
揮
し
て
詩
句
を
操
作
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
作
者
個
人
で
あ
り
、
ポ
ー
自
身
も
こ
の
制
作
過
程
に
詩
人
と
し
て
の
個
人
性

の
解
消
を
認
め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
作
者
の
意
図
を
越
え
る
成
果
も
、
作
者
個
人
の
所
産
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ポ
ー
が
詩
作
に
お
い
て
詩
人
と
し
て
の
個
人
性
の
解
消
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
個
人
の
本
性
が
不
滅
で
あ
る
と
す
る
前
提
か
ら
も
説
明

で
き
よ
う
。「
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
の
バ
ラ
ッ
ド
」
に
お
い
て
天
上
の
美
が
「
来
た
る
べ
き
美
し
さ
」
と
か
「
墓
場
の
彼
方
の
美
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
は
（X

I,72

）、
人
間
の
身
体
が
死
に
よ
っ
て
滅
び
た
後
に
こ
そ
人
間
の
不
滅
の
本
性
が
天
上
の
美
を
十
全
に
享
受
す
る

と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
死
を
迎
え
て
さ
え
個
人
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
ポ
ー
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
死
後
に
お
い
て
さ
え
個
人
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
ポ
ー
の
考
え
方
は
、
人
間
が
死
ん
だ
後
「
天
使
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と

い
う
設
定
の
い
く
つ
か
の
小
説
か
ら
確
認
で
き
る
⑶
。
中
で
も
短
編
小
説
「
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
啓
示
」（“M

esm
eric

R
evelation,”

1844

）

で
は
、
地
上
生
活
を
送
る
人
間
の
身
体
が
「
未
発
達
な
身
体
（rudim

ental
body

）」
と
呼
ば
れ
、
身
体
の
死
を
経
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た

天
使
の
身
体
が
「
本
源
的
な
身
体
（ultim

ate
body

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（V

,250

）。「
本
源
的
な
身
体
」
は
希
薄
な
物
質
で
で
き
て
お

り
、
生
前
に
は
そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
「
未
発
達
な
身
体
」
の
内
に
潜
ん
で
い
る
の
だ
が
、「
未
発
達
な
身
体
」
が
死
を
迎
え
た
後
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に
、
そ
れ
ま
で
の
身
体
（「
未
発
達
な
身
体
」）
を
抜
け
出
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
（250

）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
ポ
ー
が
個
人
の
本

性
が
不
滅
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
作
品
の
前
半
で
造
園
論
が
展
開
さ
れ
る
短
編
小
説
「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」（“The

D
om
ain

of
A
rnheim

,”
1847

）
で
は
、

造
ら
れ
る
べ
き
庭
園
美
は
自
然
美
を
凌
駕
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
死
す
べ
き
人
間
の
審
美
眼
に
即
応
さ
せ
つ
つ
、
他
方

で
不
死
な
る
存
在
す
な
わ
ち
天
使
た
ち
の
審
美
眼
に
さ
え
訴
え
か
け
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
特
にV

I,187-

188

）。
そ
の
よ
う
な
造
園
に
必
要
な
の
が
、
自
然
物
を
新
奇
に
結
合
す
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
な
の
で
あ
る
（182

）。
こ
れ
が

「
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
の
バ
ラ
ッ
ド
」
に
見
ら
れ
た
主
張
と
重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
人
間
は
地
上
的
な
美
に
満
足
せ
ず
、
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
天
上
の
美
に
近
い
も
の
を
産
出
し
よ
う
と
す
べ
き
な
の
だ
が
、
天
使
た
ち
の
審
美
眼
の
み
を
満
足
さ
せ
る
天
上
の

美
そ
の
も
の
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
近
い
美
を
求
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
地
上
的
な

美
を
越
え
る
美
を
産
出
す
る
際
、
人
間
は
地
上
的
な
人
間
を
越
え
る
境
地
に
達
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
と
天
使
と
の
双
方
の
審
美
眼

に
訴
え
か
け
る
美
的
所
産
は
、
い
わ
ば
「
未
発
達
な
身
体
」
を
も
つ
自
己
と
「
完
成
さ
れ
た
身
体
」
を
も
つ
自
己
と
の
共
有
物
で
あ
り
、

結
局
は
自
己
の
人
格
の
作
り
出
し
た
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
ら
が
確
固
た
る
個
人
性
を
保
持
す
る
存
在
で
あ
り
、

そ
の
個
人
性
が
現
世
と
来
世
と
で
二
重
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
、
地
上
的
な
美
を
越
え
る
美
を
産
出
し
よ
う
と
す
る
制
作
を
支
え

て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ポ
ー
に
お
い
て
、
作
品
制
作
に
お
い
て
作
者
の
意
図
を
越
え
る
成
果
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
作
者
と
し
て
の
個
人
性
の
解
消
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消

― ３０ ―



第
二
章

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
四
八
年
に
先
に
挙
げ
た
「
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
啓
示
」
を
仏
訳
し
た
後
、
特
に
一
八
五
〇
年
代
前
半
に
ポ
ー
の
小

説
の
ほ
と
ん
ど
を
仏
訳
し
た
ほ
か
、
ポ
ー
に
つ
い
て
の
評
論
も
三
本
書
き
、
ポ
ー
の
生
涯
や
詩
論
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
特
に
三
本

目
の
「
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
に
関
す
る
新
た
な
覚
書
」（“N
otes

nouvelles
sur

Edgar
Poe,”

1857

）
で
は
ポ
ー
の
思
想
へ
の
理
解
度
が
深

ま
り
、
そ
こ
で
ポ
ー
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
も
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

彼
に
と
っ
て
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
諸
能
力
の
女
王
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
語
に
よ
っ
て
彼
は
、
一
般
の
読
者
に
理
解
さ
れ
て
い

る
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
何
も
の
か
を
考
え
て
い
る
の
だ
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
空
想
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
感
受
性
で
も

な
い
。
た
し
か
に
想
像
的
（im

aginative

）
で
あ
り
な
が
ら
感
受
性
の
強
く
な
い
よ
う
な
人
間
を
考
え
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ

る
が
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
ず
哲
学
的
方
法
の
外
に
あ
っ
て
、
諸
事
物
の
内
面
的
で
密
や
か
な
関
係
を
、
照
応
（correspon-

dances

）
と
類
縁
関
係
（analogies

）
と
を
関
知
す
る
、
ほ
と
ん
ど
神
的
な
能
力
な
の
で
あ
る
。（B

audelaire,328-329

）

こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
照
応
」
や
「
類
縁
関
係
」
と
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
結
合
す
べ
き
素
材
ど
う
し
の
関
係
の
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
優
れ
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
人
は
、
何
と
何
と
を
結
合
す
れ
ば
美
し
い
所
産
が
産
出
で
き
る
の
か
を
結
合
以
前
に

見
抜
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
能
力
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
能
力
の
中
で
最
も
偉
大
な
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
感
受
性
で
も
哲
学
的
方
法
で
も
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な
い
「
神
的
な
能
力
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
⑷
。
こ
う
し
た
説
明
の
後
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ポ
ー
の
よ
う
に
芸
術
家
た
る
も
の
は
自
己
の

着
想
に
即
し
て
作
品
の
素
材
と
な
る
諸
事
物
を
結
合
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
（329

）。
作
品
制
作
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
働
き
が
素
材
の
新
奇
な
結
合
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
が
ポ
ー
を
正
し
く
読
み
解
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ポ
ー
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
造
園
論
に
も
適
用
し
て
い
た
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
絵
画
の

制
作
論
へ
と
援
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
二
年
後
の
美
術
批
評
「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」（“Salon

de

1859”

）
第
三
章
に
お
い
て
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
念
頭
に
置
い
た
絵
画
の
制
作
論
と
し
て
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
「
諸
能
力
の
女
王
」
で

あ
る
と
し
た
う
え
で
（619

）⑸
、
次
章
に
か
け
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
作
品
制
作
を
推
奨
す
る
の
で
あ
る
（619-628

）。
制
作

の
際
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
我
々
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
勢
力
を
も
っ
て
い
た
古
典
主
義
は
理
念
的
に
は
模
倣
論
を
基
盤
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
規
則
を
遵
守
し
て
い
た

し
、
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
も
も
と
も
と
ジ
ェ
リ
コ
ー
（Theodore

G
ericault,1791-1824

）
の
《
メ
デ
ュ
ー
ズ
号
の
筏
》（Le

R
adeau

de

la
M
éduse,1818-1819

）
の
よ
う
な
現
実
描
写
へ
の
傾
向
が
強
い
運
動
で
あ
る
。
ま
し
て
や
一
八
五
〇
年
代
に
は
さ
ら
に
徹
底
し
た
写

実
を
重
視
し
た
写
実
主
義
が
擡
頭
し
た
時
期
で
あ
り
、
作
者
個
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
現
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」
第
三
章
で
、
自
然
の
写
実

ば
か
り
重
視
す
る
当
代
の
傾
向
を
批
判
し
（619-620

）、
そ
の
う
え
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
さ
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
で
作
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
契
機
と
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
彼
の
主
張
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」
で
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
作
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
〔
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
〕
は
す
べ
て
の
被
造
物
を
解
体
し
、
魂
の
最
も
奥
底
に
し
か
そ
の
源
泉
が
見
出
さ
れ
え
な
い
規
則
に
従

っ
て
寄
せ
集
め
ら
れ
配
列
さ
れ
た
素
材
で
も
っ
て
、
一
個
の
新
奇
な
世
界
を
創
造
し
、
新
た
な
も
の
の
感
覚
を
産
出
す
る
。（621

）

つ
ま
り
画
家
は
既
存
の
事
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
事
象
を
い
っ
た
ん

解
体
し
、
自
己
の
魂
の
奥
底
に
由
来
す
る
規
則
に
即
し
て
そ
れ
ら
を
結
合
し
て
、
新
奇
な
世
界
を
創
造
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、「
自
然
と
は
一
冊
の
辞
書
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
ド
ラ
ク
ロ
ワ
（Ferdinand

V
ictor

Eugène
D
elacroix,1798-

1863

）
自
身
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
た
う
え
で
⑹
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
服
従
す
る
画
家
た
ち
（Les

peintres
qui

obéissent
à
l’im

agination

）
は
、
彼
ら
の
辞
書
の
中
に
、
自
己

の
着
想
に
和
合
す
る
よ
う
な
諸
要
素
を
探
す
。
そ
の
う
え
で
、
あ
る
技
巧
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
整
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
画
家
た
ち
は
そ
れ
ら
に
ま
っ
た
く
新
奇
な
相
貌
を
与
え
る
の
だ
。（624-625

）

つ
ま
り
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
従
う
画
家
た
ち
は
、
自
然
界
の
様
々
な
事
象
に
自
分
の
思
念
を
適
合
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生

み
出
す
べ
き
効
果
を
じ
っ
く
り
熟
慮
し
て
着
想
し
た
う
え
で
、
そ
の
着
想
に
合
致
す
る
要
素
を
「
辞
書
」
た
る
自
然
か
ら
選
択
し
、
そ
れ

ら
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
奇
な
世
界
を
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ポ
ー
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
絵
画
論
に
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転
じ
、
そ
の
結
果
、
制
作
論
の
レ
ベ
ル
で
も
詩
と
絵
画
と
の
間
の
並
行
関
係
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
画
家
た
ち
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
「
服
従
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
制
作
の
主
体
が
あ
た
か
も
画
家
た
ち
で
は
な
く
「
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
奇
妙
な
印
象
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
画
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
な
の
で
、
画
家
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
区
別
す
る
必
要
は
本
来
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
エ
ド
ガ
ー
・

ポ
ー
に
関
す
る
新
た
な
覚
書
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
こ
の
「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」
に
お
い
て
も
「
諸
能
力
の
女
王
」
と
擬
人
法
で

呼
ぶ
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
あ
た
か
も
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
画
家
の
個
人
的
意
識
と
は
別
の
制
作
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
作
者
の
意
図
を
越
え
出
る
成
果
を
産
出
す
る
と
き
、

作
者
は
自
己
の
意
識
的
な
個
人
性
と
は
別
の
主
体
に
制
作
行
為
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
個
人
性
の
分
裂
を
見
出
す
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
裂
を
意
識
し
な
か
っ
た
ポ
ー
と
は
、
こ
こ
で
決
定
的
な
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ポ
ー
が
独
自
の
天
使
論
を
背
景
に
、
意
志
的
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
を
発
動
し
て
新
奇
な
も
の
を
「
創
造
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
む
し
ろ
自
己
の
深
層
に
潜
在
す
る
領
域

を
直
接
的
に
、
つ
ま
り
理
性
の
統
制
な
し
に
「
表
出
」
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
、
も
っ
ぱ
ら
無
意
識
的
な
制
作
に
関
わ
る
能
力
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
芸

術
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
「
へ
り
く
だ
っ
た
下
女
た
ち
」（625

）
だ
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
文
章
を
続
け
て
い
る
。

も
し
も
非
常
に
純
粋
な
制
作
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
夢
の
言
語
が
非
常
に
明
瞭
に
翻
訳
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
制
作
が
非

常
に
速
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
着
想
に
付
随
す
る
途
方
も
な
い
印
象
か
ら
何
も
失
わ
れ
な
い
た
め
だ
。（625

）

作
品
制
作
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け
る
個
人
性
と
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つ
ま
り
作
品
制
作
の
た
め
の
意
識
的
な
諸
々
の
作
業
は
「
へ
り
く
だ
っ
た
下
女
た
ち
」
の
仕
事
で
あ
り
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事

は
「
夢
の
言
語
」
を
翻
訳
す
る
と
い
う
「
純
粋
な
制
作
」
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
豊

か
な
画
家
と
し
て
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
挙
げ
、
彼
が
「
さ
ら
に
確
か
な
武
器
を
自
分
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
用
意
す
る
た
め
に
、
手
や
記
憶

や
目
を
訓
練
す
る
こ
と
に
青
春
期
以
来
も
ち
時
間
の
す
べ
て
を
捧
げ
た
」
人
物
だ
と
述
べ
た
う
え
で
（632

）、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。

最
も
豊
か
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
恵
ま
れ
、
彼
は
と
り
わ
け
脳
髄
の
内
奥
を
、
物
事
の
驚
く
べ
き
局
面
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
に
彼
の
作
品
は
自
ら
の
着
想
の
痕
跡
と
気
質
と
を
忠
実
に
保
持
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
有
限
の
中
の
無
限
で
あ

る
。
そ
れ
は
夢
で
あ
る
！

そ
し
て
私
は
そ
の
語
に
よ
っ
て
夜
見
る
と
り
と
め
な
い
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
徹
底
的

な
瞑
想
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
よ
り
豊
か
で
な
い
脳
髄
に
お
い
て
は
人
工
的
な
興
奮
物
質
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
幻
影
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
。
一
言
で
言
え
ば
、
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
と
り
わ
け
美
し
き
時
に
お
け
る
魂
を
描
く
の
で
あ
る
。（636-

637

）

つ
ま
り
「
手
や
記
憶
や
目
」
の
訓
練
と
い
う
意
識
的
な
研
鑽
は
、
脳
髄
に
お
い
て
作
ら
れ
た
「
夢
」
な
い
し
「
幻
影
」
を
そ
の
ま
ま
作

品
化
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
「
夢
」
な
い
し
「
幻
影
」
を
発
露
す
る
こ
と
に
こ
そ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ポ
ー
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
ー
は
地
上
の
人

間
の
手
に
は
届
か
ぬ
天
上
の
美
に
近
づ
く
た
め
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
し
て
い
た
⑺
。
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
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素
材
の
新
奇
な
結
合
に
よ
っ
て
作
者
の
意
図
を
越
え
る
効
果
を
生
み
出
す
と
し
て
も
、
そ
の
能
力
は
あ
く
ま
で
も
作
者
の
意
図
的
な
操
作

に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
自
然
発
生
的
な
内
面
の
発

露
で
あ
り
、
作
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
制
作
の
主
体
を
そ
の
内
面
の
発
露
に
委
ね
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
議
論
に
す
り
替
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
こ
の
サ
ロ
ン
評
の
四
年
前
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
書
い
た

「
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
、
美
術
」（“Exposition

universelle,1855,B
eaux-arts”

）
に
見
出
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
パ
リ
で
開
催
さ

れ
た
万
国
博
覧
会
の
美
術
部
門
に
つ
い
て
批
評
し
た
も
の
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
こ
で
も
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
独
特
の
観
点
か
ら
賛
美
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
画
は
阿
片
を
服
用
し
た
際
に
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
「
観
念
世
界
」、
す
な
わ
ち

「
精
神
の
美
し
き
日
々
」
を
描
く
の
だ
と
い
う
（596

）。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」
に
お
け
る
「
人
工
的
な
興
奮

物
質
」
が
阿
片
の
よ
う
な
薬
物
で
あ
る
こ
と
は
お
お
よ
そ
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。「
観
念
世
界
」
を
表
現
す
る
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
い
う
人
物

像
が
、「
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
」
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
で
、
ポ
ー
か
ら
受
け
継
ぐ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
が
ね
じ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
、
美
術
」
で
は
そ
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
超
自
然
的
な
世
界
を
描
写
し
て
い
る
と
ま

で
言
及
さ
れ
、
そ
の
制
作
の
あ
り
方
が
「
超
自
然
主
義
（surnaturalism

e

）」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（596

）。
こ
の
概
念
が
二
〇
世
紀

に
「
超
現
実
主
義
（surrealism

）」
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
論
じ
よ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、「
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
、
美
術
」
に
お
け
る
こ
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
画
家
像
に
も
ま
た
、
ポ
ー
か
ら
の
影
響

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
遠
く
か
ら
見
て
も
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
画
が
魅

力
的
で
あ
り
、
そ
の
印
象
が
音
楽
的
で
あ
る
と
述
べ
て
（594-595

）、
具
象
性
を
越
え
た
レ
ベ
ル
で
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
称
賛
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
ポ
ー
の
短
編
小
説
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」（“The

Fallof
the

H
ouse

of
U
sher,”

1839

）
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で

作
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き
る
の
で
あ
る
⑻
。
す
な
わ
ち
万
博
評
の
二
ヶ
月
前
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
仏
訳
し
た
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
で
は
、
登
場
人
物
ア
ッ

シ
ャ
ー
が
精
神
に
異
常
を
来
し
、
阿
片
吸
引
者
の
興
奮
状
態
に
も
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
症
状
を
示
す
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
が
（Poe

〔a

〕,

III,279
）、
そ
の
彼
が
、
意
志
に
よ
っ
て
制
御
で
き
な
い
自
己
の
空
想
（fancy

）
を
画
筆
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
の
で
き
な
い

よ
う
な
純
粋
な
抽
象
（the

pure
abstraction

）
を
画
布
に
描
く
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
（283

）。
ポ
ー
が
こ
こ
で
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」

で
は
な
く
「
空
想
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
制
作
の
あ
り
方
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
作

用
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ア
ッ
シ
ャ
ー
は
、
抽
象
画
を
描
く
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
バ
ー（C

arlM
aria

Friedrich
Ernst

von
W
eber,1786-1826

）
の
音
楽
を
奏
で
た
り
詩
を
朗
唱
し
た
り
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（282-283

）⑼
。
常
軌
を

逸
し
た
観
念
が
、
抽
象
画
や
音
楽
、
詩
と
し
て
作
品
化
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
⑽
。
す
で
に
「
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
」（“Salon

de

1846”

）
に
お
い
て
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
画
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
音
楽
に
喩
え
、
内
面
的
な
も
の
の
表
出
と
し
て
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
を
評
価

し
て
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
（B

audelaire,440

）、
こ
の
ア
ッ
シ
ャ
ー
の
存
在
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
も
そ
も
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
時
代
に
抽
象
画
が
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
し
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
も
ま
た

抽
象
画
を
描
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
筆
致
が
粗
い
と
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
擁
護
し

た
い
と
い
う
気
も
ち
か
ら
、「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
に
引
き
寄
せ
て
こ
の
よ
う
な
批
評
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
意
図
を
越
え
た
内
面
の
表
出
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
理
解
は
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
一
方
で
ポ
ー
の
詩
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
継
承
し
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
作
者
の
意
図
を
越
え
る

成
果
を
産
出
す
る
働
き
を
脳
髄
の
内
奥
で
作
ら
れ
た
「
夢
」
の
発
露
と
し
、
そ
れ
が
理
性
的
な
作
者
個
人
と
は
別
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ

う
に
語
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
作
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
の
で
、
作
者
と
し
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て
の
個
人
性
の
解
消
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
だ
が
一
種
の
狂
気
に
さ
え
通
じ
る
こ
の
非
理
性
的
、
無
意
識
的
な
こ

の
心
の
働
き
が
作
品
制
作
に
関
わ
る
と
い
う
制
作
観
こ
そ
、
そ
う
し
た
事
態
へ
の
転
換
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章

で
マ
ラ
ル
メ
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
、
第
四
章
で
論
じ
た
い
。

第
三
章

マ
ラ
ル
メ
に
お
け
る
「
詩
人
の
消
滅
」

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
よ
り
二
一
才
年
下
の
マ
ラ
ル
メ
（Stéphane

M
allarm

é,1842-1898

）
は
、
若
年
よ
り
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
傾
倒
し
た
詩

人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ポ
ー
の
影
響
を
強
く
受
け
た
詩
人
で
も
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、

彼
も
ま
た
ポ
ー
か
ら
得
た
詩
論
を
絵
画
論
に
転
換
し
、
当
時
の
絵
画
に
多
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
⑾
。
し
か
し
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
が
ポ
ー
の
小
説
や
詩
論
を
翻
訳
し
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
重
要
性
を
見
出
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
マ
ラ
ル
メ
は
ポ
ー
の
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
に
は
ま
っ
た
く
注
目
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
マ
ラ
ル
メ
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
が
隠
蔽
さ

れ
た
詩
論
「
構
成
の
哲
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ラ
ル
メ
は
当
初
、
偶
然
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
頼
る
こ
と
な
く
、
徹
底

し
て
意
図
的
に
詩
的
効
果
を
追
求
し
て
い
く
方
法
を
、「
構
成
の
哲
学
」
か
ら
継
承
し
よ
う
と
し
⑿
、
具
体
的
な
事
象
を
言
語
化
す
る
よ

り
も
む
し
ろ
語
音
の
美
的
効
果
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
構
成
の
哲
学
」
で
の
詩
作
方
法
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
る
⒀
。
ポ
ー
の

詩
「
大
鴉
」
で
は
リ
フ
レ
イ
ン
や
頻
繁
な
押
韻
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
音
楽
的
効
果
が
徹
底
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
一
応
の
意
味
が
通
る

作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
も
凌
駕
し
よ
う
と
す
る
マ
ラ
ル
メ
は
、
具
体
的
な
意
味
が
読
み
取
り
に
く
い
難
解
な
詩
を
制

作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
明
確
な
意
味
内
容
よ
り
も
語
の
音
楽
的
効
果
を
重
視
し
た
ポ
ー
の
詩
論
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場

作
品
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合
は
観
念
の
自
発
的
な
表
出
と
い
う
絵
画
制
作
論
に
現
れ
る
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
場
合
は
ま
ず
も
っ
て
自
ら
の
詩
作
に
顕
著
に
現
れ
る
の
で

あ
る
⒁
。
晩
年
の
詩
論
「
詩
の
危
機
」（“C

rise
de
vers,”

1897

）
で
は
、
徹
底
し
た
詩
句
の
操
作
を
お
こ
な
っ
た
結
果
と
し
て
次
の
よ
う

な
詩
が
成
立
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

全
体
的
で
新
し
く
、
国
語
と
は
無
縁
で
、
ま
る
で
呪
文
の
よ
う
な
言
葉
を
数
語
で
作
り
直
す
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
詩
は
、
意
味
と

響
き
を
代
わ
る
代
わ
る
鍛
え
直
す
技
巧
に
反
し
て
な
お
用
語
に
残
る
偶
然
性
を
一
気
呵
成
に
否
定
し
、
言
葉
の
こ
の
孤
立
を
完
成
す

る
。
語
ら
れ
る
う
え
で
は
普
通
で
あ
り
な
が
ら
、
名
指
さ
れ
た
対
象
の
か
す
か
な
記
憶
が
ま
っ
た
く
新
し
い
雰
囲
気
の
な
か
に
ひ
た

っ
て
も
い
る
と
い
う
断
片
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
よ
う
な
断
片
な
ど
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
驚
愕
を
、
諸
君
に
引
き

起
こ
す
の
で
あ
る
。（M

allarm
é
〔b
〕,213

）

こ
こ
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
は
具
体
的
な
対
象
を
明
確
に
示
す
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
「
か
す
か
な
記
憶
」
を
暗
示

す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
言
葉
を
「
呪
文
」
の
よ
う
に
作
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現

実
世
界
か
ら
「
孤
立
」
し
た
そ
の
よ
う
な
作
品
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
ほ
の
め
か
さ
れ
る
「
意
味
」
と
言
葉
の
「
響
き
」
と
を
「
技

巧
」
に
よ
っ
て
調
整
し
、
鍛
え
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
技
巧
は
「
偶
然
性
」
を
排
除
し
た
よ
う
に
見
え
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
鴉
」
の
構
成
の
内
に
「
何
も
偶
然
や
直
観
に
帰
し
う
る
も
の
が
な
く
、
数
学
的
問
題
の
正
確
さ
と

厳
密
な
帰
結
で
も
っ
て
、
一
歩
一
歩
完
成
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
」（Poe

〔a
〕,X

IV
,195

）
と
い
う
「
構
成
の
哲
学
」
の
主
張
を
遵
守
し

た
主
張
だ
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
主
観
的
に
制
作
を
進
め
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
数
学
の
よ
う
に
主
観
か
ら
離
れ
た
成
果
に
帰
結

― ３９ ―
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す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
有
名
な
「
詩
人
の
消
滅
」
が
語
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

純
粋
な
作
品
は
語
り
の
上
で
の
詩
人
の
消
滅
を
意
味
し
、
彼
は
諸
々
の
語
に
主
導
権
を
譲
る
。
そ
れ
ら
の
語
は
、
そ
れ
ら
の
不
均
等

さ
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
通
じ
て
結
集
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（M
allarm

é

〔b

〕,211

）

様
々
な
語
を
ぶ
つ
か
り
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
自
体
は
、
様
々
な
語
を
結
合
し
て
い
く
ポ
ー
の
方
法
と
重
な
る
と
も
言
え
る
。「
構
成

の
哲
学
」
の
瞞
着
に
騙
さ
れ
た
マ
ラ
ル
メ
も
、
意
図
を
越
え
た
新
奇
な
効
果
を
語
の
新
奇
な
結
合
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
見
解
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ポ
ー
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
継
承

し
た
形
跡
は
マ
ラ
ル
メ
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
制
作
の
実
践
を
極
め
る
う
ち
に
、
両
者
と
似
た
よ
う
な
見
解
に
至
っ

た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ポ
ー
は
あ
く
ま
で
も
意
志
的
に
作
品
を
制
作
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
「
詩
人
の
消
滅
」
を
自
覚
す
る
こ

と
は
な
い
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
当
初
の
意
図
を
越
え
た
新
奇
な
成
果
を
得
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ポ
ー
自
身
の
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
個
人
性
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
詩
作
に
数
学
の
よ
う
な
必
然
性
を
求

め
る
な
ら
ば
、
一
般
に
数
学
問
題
を
解
く
際
に
解
答
者
の
個
性
に
よ
っ
て
解
答
が
違
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
、
そ
こ
に
個
性
は
不
要
と
な
る

だ
ろ
う
。
い
わ
ば
個
人
の
意
志
と
は
無
縁
な
語
の
自
律
性
が
作
品
の
中
で
達
成
す
る
と
き
、
諸
々
の
語
は
お
さ
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
に
必
然

的
に
お
さ
ま
り
、
作
者
は
た
だ
の
傍
観
的
立
場
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

作
品
制
作
に
お
い
て
「
個
人
」
性
を
越
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
⒂
。
マ
ラ
ル
メ

の
絵
画
評
「
印
象
主
義
者
た
ち
と
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
」（
仏
文
原
稿
は
残
っ
て
い
な
い
。“The

Im
pressionists

and
Edouart

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消

― ４０ ―



M
anet,”

1876

）
で
は
、
マ
ネ
（Édouard

M
anet,1832-1883

）
が
い
つ
も
初
め
て
も
の
を
見
る
よ
う
に
対
象
を
描
い
て
い
た
こ
と
に
言

及
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

手
は
、
あ
ら
か
じ
め
身
に
付
け
た
熟
練
の
す
べ
て
を
忘
れ
て
、
意
志
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
る
非
個
人
的
な
抽
象
作
用（im

personal

abstraction
）
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
家
自
身
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
彼
の
個
人
的
な
感
情
、
彼
特
有
の
趣
味
は
当
分
の
間

さ
え
ぎ
ら
れ
、
無
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
彼
の
個
人
生
活
の
享
楽
の
た
め
に
脇
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
に
至
る
た
め
に
巨
匠
は
、
こ
の
自

己
分
離
（self-isolation
）
が
獲
得
さ
れ
う
る
前
に
、
そ
し
て
芸
術
の
こ
の
新
し
い
進
化
が
学
習
さ
れ
る
前
に
、
多
く
の
局
面
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。（M

allarm
é

〔b

〕,448

）

こ
の
よ
う
に
マ
ラ
ル
メ
は
、
傑
作
が
個
人
的
な
意
図
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
的
な
意
図
が
解
消
さ
れ
る
よ

う
な
内
的
表
現
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
マ
ラ
ル
メ
自
身
が
自
ら
の
詩
作
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
見
解
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
方
法
は
、
単
に
感
情
を
吐
露
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
「
自
己
分
離
」
が
「
多
く
の
局
面
」
を
経
て
獲

得
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
制
作
方
法
は
特
殊
な
訓
練
を
経
て
は
じ
め
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
詩
的
霊
感
に
任
せ
た
詩
作
を
否
定
し
、
意
図
を
凝
ら
し
た
詩
作
を
求
め
て
き
た
マ
ラ
ル
メ
も
、
す
べ
て
が
意
図
的

に
仕
上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
詩
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
う
え
で
特
殊
な
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
個
人
的
な
直
観
や
偶
然
的
な
要
素
を
詩
作
の
過
程
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
詩
人
に
と
っ
て
困
難
な
の
で
あ
る
が
、
訓
練
を
経
て
そ

れ
が
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
美
的
効
果
に
優
れ
た
作
品
が
、
個
人
の
意
図
を
越
え
、
必
然
的
に
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
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る
。た

だ
し
先
の
引
用
文
で
は
「
非
個
人
的
な
抽
象
作
用
」
と
い
う
語
に
「
意
志
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
る
」
と
い
う
修
飾
句
が
付
い
て
い

る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
個
人
的
な
制
作
意
図
を
捨
て
た
果
て
に
、
も
は
や
個
人
の
も
の
と
は
言
え
ぬ
「
意
志
」
が
働
い
て

い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
制
作
意
図
を
越
え
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
諸
能
力
の
女
王
」
と
人
格
化
し
て

み
せ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
も
通
底
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
問
題
は
、
当
初
の
制
作
意
図
を
越
え
た
成
果
を
も
た
ら
す
主

体
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
り
、（
一
）
あ
く
ま
で
も
作
者
個
人
と
す
る
の
か
（
ポ
ー
）、（
二
）
作
者
を
通
じ
て
作
用
す
る
何
も
の
か

と
す
る
の
か
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
お
よ
び
マ
ラ
ル
メ
の
「
印
象
主
義
者
た
ち
と
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
」）、（
三
）
作
者
を
離
れ
た
も
の

と
す
る
の
か
（
マ
ラ
ル
メ
の
「
詩
の
危
機
」
の
逐
語
的
解
釈
）
と
い
う
と
ら
え
方
次
第
で
、
作
者
の
個
人
性
が
消
滅
す
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
理
解
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
問
題
に
し
な
い
マ
ラ
ル
メ
の
場
合
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
よ
り
も
い
っ
そ

う
作
者
の
消
滅
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
詩
の
危
機
」
に
お
い
て
も
実
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が

（
二
）
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
「
印
象
主
義
者
た
ち
と
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
」
に
お
け
る
説
明
よ
り
も
さ
ら
に
過
激
な
説
明

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
程
度
差
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

第
四
章

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
制
作
論
の
余
波

マ
ラ
ル
メ
が
独
自
の
詩
作
を
追
求
す
る
一
方
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
制
作
論
は
、
そ
の
後
の
芸
術
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
（Sam

uel
B
ing,1838-1905

）
が
企
画
し
た
一
連
の
日
本
美
術
評
『
芸
術
の
日
本
』（Le

Japon

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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artistique,
m
ai
1888-avril

1891

）
所
収
の
一
八
八
九
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
葛
飾
北
斎
論
（“La

«M
angua»

de
H
okusai,”

janvier

1889
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
筆
者
の
ア
リ
・
ル
ナ
ン
（A

ry
R
enan,1857-1900

）
は
、
北
斎
が
写
実
的
な
描
写
に
巧
み
な
こ
と
も
認

め
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

北
斎
は
夢
や
幻
影
、
悪
夢
を
描
い
た
。
阿
片
は
こ
の
想
起
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
『
漫
画
』
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
あ
ま
り
に

も
奇
妙
な
絵
画
に
出
く
わ
す
の
で
、
も
し
日
本
人
の
気
質
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
混
乱
し
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
淡
い
記
憶
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
激
し
く
動
揺
す
る
脳
髄
に
対
し
て
酩
酊
が
啓
示
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
毒

気
に
刺
激
さ
れ
た
瞳
孔
に
対
し
て
紫
煙
が
与
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
超
自
然
的
陶
酔
が
、
そ
し
て
ク
ィ
ン
シ
ー
や
ポ

ー
、
我
ら
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
番
人
に
指
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
《
人
工
楽
園
》
が
、
狂
的
な
渦
巻
と
な
り
、
魅
惑
に
満
ち
、
恐
怖
を

詰
め
込
ん
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
だ
。
英
文
学
や
仏
文
学
の
最
も
先
進
的
な
一
派
が
自
分
た
ち
だ
け
瞥
見
し
た
と
信
ず
る
《
彼
岸
》

の
夢
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
夢
幻
の
造
形
的
実
現
が
、
極
東
の
芸
術
家
の
も
と
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
尋
ね
し
た
い
が
、
非
現
実
の
世
界
ヘ
、
い
う
な
れ
ば
暗�

示�

さ�

れ�

た�

世
界
へ
と
同
様
の
旅
を
推
し
進
め
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
は
ど
の
く
ら
い
い
る
の
だ
ろ
う
。（R

enan,110-111

）

こ
こ
で
は
一
部
の
北
斎
漫
画
に
見
ら
れ
る
夢
の
よ
う
な
世
界
が
、
阿
片
の
服
用
に
際
し
て
知
覚
さ
れ
る
世
界
に
た
と
え
ら
れ
、（
北
斎

自
身
が
阿
片
を
服
用
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
）
実
際
に
北
斎
が
そ
の
よ
う
な
世
界
を
自
ら
見
た
う
え
で
そ
れ
を
作
品
化
し
た
と
い
う
理

解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
が
「
超
自
然
的
（surnaturel

）」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
描
く
西
洋
の
作
家
と
し
て
ポ
ー
や
、『
人

― ４３ ―
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口
楽
園
』（Les

paradis
artificiels,

1860

）
と
い
う
薬
物
体
験
記
ま
で
書
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
そ
し
て
『
阿
片
常
用
者
の
告
白
』（C

on-

fessions
of
an
English

O
pium

-Eater,
1821

）
と
い
う
手
記
で
知
ら
れ
る
ク
ィ
ン
シ
ー
（Thom

as
D
e
Q
uincey,1785-1859

）
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
こ
の
ル
ナ
ン
の
北
斎
論
は
、
か
な
り
的
外
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
ル
ナ
ン
が
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
図
像
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
実
際
の
北
斎
は
妖
怪
画
な
ど
何
ら
か
の
図
像
的
伝
統
に
基

づ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
西
洋
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
伝
統
か
ら
あ
ま
り
に
も
逸
脱
し
た
異
様
な
絵
画
を
な
お
も
肯
定
的
に

評
価
す
る
た
め
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
主
張
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
有
効
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
も

阿
片
の
効
果
は
「
狂
的
な
渦
巻
き
」
と
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
夢
想
や
酩
酊
で
あ
り
、
身
の
ま
わ
り
の
個
々
の
事
物
に
対
す
る
関
心
で

は
な
い
。「
超
自
然
的
」
と
呼
ば
れ
る
対
象
は
、「
彼
岸
」
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
像
は
、
あ
く
ま
で
も
主
と
し
て
万
博
評
か
ら
抽
出
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
た
虚
像
に
す

ぎ
な
い
。
つ
ま
り
ル
ナ
ン
の
示
す
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
像
は
、
万
博
評
以
外
に
も
様
々
な
美
術
批
評
を
書
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
で
は
な

く
、
ま
た
万
博
評
に
お
け
る
彼
の
見
解
を
正
確
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
俗
流
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
解
釈
が
、
こ
う
し
た
非

伝
統
的
な
い
し
非
西
洋
的
で
異
様
な
絵
画
を
受
け
入
れ
る
際
の
誘
い
水
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
阿
片
あ

る
い
は
そ
の
他
の
働
き
で
陶
酔
し
た
作
者
に
よ
っ
て
超
自
然
的
な
作
品
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
制
作
観
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
名
の
下
で

語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
九
月
一
八
日
の
モ
レ
ア
ス
（Jean

M
oréas,1856-1910

）
の
「
象
徴
主
義
宣
言
」（『
フ
ィ
ガ
ロ
・
リ
テ
レ
ー
ル
』〔Figaro

Littéraire

〕）
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
マ
ラ
ル
メ
が
象
徴
主
義
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
名
指
さ
れ
て
お
り
⒃
、
彼
ら
の
影
響
が
一
つ
の

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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芸
術
運
動
に
結
実
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
マ
ラ
ル
メ
な
ど
と
間
近
に
接
す
る
機
会
の
あ
っ
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ

（A
rthur

W
illiam

Sym
ons,1865-1945

）
は
、『
象
徴
主
義
の
文
学
運
動
』（The

Sym
bolist

M
ovem

ent
in
Literature

）
初
版
本

（1899
）
の
冒
頭
を
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
（G

érard
de
N
erval,1808-1855

）
に
つ
い
て
の
紹
介
で
始
め
て
お
り
、
そ
の
中
で
ネ

ル
ヴ
ァ
ル
が
暗
示
的
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
（Sym
ons,91-92

）、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
自
然
全
体
の
感
覚
的
な
統
一
を
確
信
し
て
い
た
の
で
、
他
の
人
た
ち
が
相
違
だ
け
を
見
る
と
こ
ろ
に
、
彼
は
類
似
性

を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
馴
染
み
に
く
く
明
ら
か
に
異
質
の
も
の
ど
う
し
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
、
彼
の
詩
の
中
で
我
々
に
は
あ

ま
り
に
も
奇
妙
に
思
え
る
も
の
ど
う
し
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
幸
に
も
我
々
に
は
見
え
な
い
も
の
を

現
に
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。（
中
略
）
そ
し
て
彼
の
内
な
る
狂
気
は
あ
た
か
も
稲
光
の
よ
う
に
、
隔
た
っ
た
相
異
な
る
諸

事
象
の
隠
れ
た
連
鎖
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
意
図
的
に
幻
想
が
産
出
さ
れ
る
ハ
シ
ー
シ
ュ
や
阿
片
、
そ
の

他
の
薬
物
の
人
工
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
、
新
し
い
と
同
時
に
驚
く
べ
き
、
お
そ
ら
く
は
真
実
す
ぎ
る
諸
事
象
の
光
景
が
得
ら
れ
る
の

と
何
か
同
じ
よ
う
な
や
り
方
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
魂
が
そ
れ
固
有
の
魔
術
の
危
険
な
輪
の
中
で
安
ら
ぎ
、
手
元
の
闇
か
ら
立

ち
現
れ
、
そ
こ
か
ら
闇
へ
と
流
れ
ゆ
く
パ
ノ
ラ
マ
の
ほ
う
を
見
や
る
の
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。（92-93

）

こ
こ
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
名
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
ふ
ま
え
た
表
現

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
意
図
的
に
薬
物
を
服
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
世
界
を
生
み
出
す
の
は
刺
激
に

反
応
し
て
自
ず
か
ら
生
じ
る
幻
想
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
「
内
な
る
狂
気
」
に
制
作
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

― ４５ ―
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作
者
の
意
志
的
な
「
創
造
」
で
は
な
く
、
無
意
識
的
な
内
奥
の
表
出
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
自
動
筆
記
な
ど

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
は
、
詳
説
す
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
（surrealism

）」
と
い
う
名
称
の
初
出
と
な

る
一
九
一
七
年
三
月
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
（G

uillaum
e
A
pollinaire,1880-1918

）
に
よ
る
デ
ル
メ
宛
の
書
簡
で
は
、
そ
の
名
称
が
こ
れ
ま

で
使
わ
れ
て
き
た
「
超
自
然
主
義
（surnaturalism

e

）」
よ
り
も
使
い
や
す
い
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
る
な
ど
（A

pollinaire,886

）、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
を
意
識
し
た
発
言
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
⒄
。「
甘
美
な
死
骸
」
の
よ
う
な
言
語
遊
戯
や
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
や
ア
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ

ュ
と
い
っ
た
造
形
技
法
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
詩
と
美
術
と
が
結
び

つ
い
て
そ
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
余
波
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
国
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
理
性
的

な
制
作
意
図
か
ら
の
解
放
と
い
う
偏
執
的
な
嗜
好
は
、
そ
の
後
も
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
レ
デ
ィ
・
メ
イ
ド
、
ア
ー
ル
・
ブ

リ
ュ
ッ
ト
な
ど
、
現
代
芸
術
と
し
て
各
国
の
多
様
な
形
式
の
も
と
で
追
求
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
五
章

芸
術
運
動
を
取
り
巻
く
批
評

こ
う
し
た
芸
術
運
動
の
展
開
は
、
そ
の
周
囲
の
人
々
の
芸
術
観
に
も
影
響
を
及
ば
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
見
た
北
斎
評
の
よ
う
に
、

作
品
制
作
が
一
種
の
狂
気
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
芸
術
理
解
が
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
作
品
制
作
を
狂
気
と
近
づ
け
て
考

え
る
考
え
方
は
古
来
か
ら
あ
る
が
、
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
先
に
見
た
ル
ナ
ン
に
よ
る
北
斎
評
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
九

世
紀
後
半
以
降
の
芸
術
に
お
け
る
狂
気
が
神
的
憑
依
と
は
無
縁
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
七
四
年
の
第
一
回
印
象
派
展
を

対
話
形
式
で
紹
介
し
た
ル
ロ
ワ
（Louis

Leroy,1812-1885

）
は
、
対
話
者
の
う
ち
の
一
人
が
、
展
覧
会
の
作
品
が
ど
れ
も
あ
ま
り
に
粗

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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い
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
憤
慨
し
て
い
る
う
ち
に
狂
気
に
陥
り
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

揶
揄
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
っ
て
、
印
象
主
義
の
作
品
を
酷
評
し
て
い
る
（Leroy,25-26

）。
こ
れ
は
印
象
主
義
の
作
品
の
よ
う
な
描
き

方
は
狂
気
の
産
物
で
あ
り
、
馬
鹿
げ
た
代
物
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
ゾ
ラ
の
小
説
『
制
作
』

（L’œ
uvre,

1886
）
末
尾
で
も
、
具
象
性
が
崩
れ
る
ま
で
に
油
絵
作
品
を
繰
り
返
し
上
塗
り
し
て
い
る
う
ち
に
発
狂
し
て
い
く
主
人
公
が

効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
個
物
の
融
解
す
る
絵
画
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
狂
的
な
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
当
時
の

人
々
に
広
く
共
感
し
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
駆
使
し
て
天
上
の
美
を
描
く
こ
と
が
具
象
性
か
ら
の
乖

離
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
以
上
、
こ
れ
も
ま
た
当
然
の
帰
結
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
絵
画
観
は
、
単
な
る
一
般
人
の
感
性
に
の
み
即
し
た
も
の
で
は
な
い
。
神
経
病
理
学
者
と
し
て
の
顔
も
も
つ
ノ
ル
ダ

ウ
（M

ax
Sim

on
N
ordau,1849-1923

）
は
、
当
時
の
西
洋
文
化
を
頽
廃
し
た
も
の
と
し
て
批
判
し
た
有
名
な
『
頽
廃
論
』（D

ie
Entar-

tung,
1892

）
に
お
い
て
、
具
象
性
の
弱
い
絵
画
を
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
症
例
と
し
て
診
断
し
て
い
る
。

印
象
主
義
者
、
点
描
家
な
い
し
モ
ザ
イ
ク
師
、
振
顫
家
な
い
し
チ
ラ
チ
ラ
画
家
、
咆
哮
す
る
色
彩
家
、
朧
げ
で
か
す
か
な
色
彩
家
と

い
っ
た
新
し
い
画
家
た
ち
の
奇
妙
な
や
り
口
は
、
頽
廃
者
や
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
視
覚
障
害
に
関
す
る
シ
ャ
ル
コ
ー
派
の
研
究
に
つ

い
て
留
意
す
る
な
ら
、
た
だ
ち
に
我
々
に
も
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
自
分
が
正
直
で
あ
り
、
自
ら
見
る
ま
ま
に
自
然
を
再
現
し
て
い

る
と
請
け
合
う
そ
の
画
家
た
ち
は
、
嘘
を
つ
い
て
い
な
い
。
眼
震
つ
ま
り
眼
球
の
震
動
を
病
む
そ
の
変
質
者
た
ち
は
、
実
際
、
世
界

の
外
観
を
震
え
、
落
ち
着
か
ず
、
確
固
た
る
輪
郭
も
な
い
よ
う
に
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。（N

ordau,51

）
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つ
ま
り
描
か
れ
る
作
品
の
具
象
性
の
弱
さ
は
画
家
の
眼
球
の
震
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
異
常
さ
を
画
家
は
自
覚
さ
え

し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
眼
球
の
異
常
で
は
な
く
心
因
性
の
症
状
だ
と
、
こ
こ
で
ノ
ル
ダ
ウ
は
指
摘
し
て
い
る
。
精
神
的

な
病
理
を
一
八
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
西
洋
文
化
全
体
に
見
出
す
傾
向
は
、
ノ
ル
ダ
ウ
の
み
な
ら
ず
当
時
の
様
々
な
批
評
家
に
見
ら

れ
た
と
い
う
⒅
。
こ
の
文
明
病
は
、
産
業
と
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
急
変
し
た
都
市
生
活
に
由
来
す
る
と
し
ば
し
ば
見
な
さ
れ
、
特
に
感

覚
的
刺
激
の
連
続
が
人
々
の
神
経
を
病
む
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
⒆
（129-133

）、
そ
の
症
状
が
こ
の
時
代
の
芸
術
に
現
れ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ノ
ル
ダ
ウ
が
名
を
挙
げ
て
い
る
シ
ャ
ル
コ
ー
（Jean-M

artin
C
harcot,1825-93

）
も
、
当
時
を
代
表
す
る
神
経
病
理
学
者
で
あ
る
。

彼
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
子
宮
で
は
な
く
脳
の
異
常
に
よ
る
病
気
で
あ
り
、
女
性
特
有
の
疾
患
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
ブ
リ
ッ
ケ

（Pierre
B
riquet,1796-1881

）
の
業
績
を
継
承
し
、
そ
の
研
究
と
治
療
を
発
展
さ
せ
た
人
物
だ
と
い
う
⒇
。
ノ
ル
ダ
ウ
は
こ
の
シ
ャ
ル
コ

ー
の
も
と
で
学
ん
だ
経
験
が
あ
り
21
、
そ
こ
で
得
た
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
知
識
を
こ
こ
で
絵
画
批
評
に
応
用
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
22
。
こ
う

し
た
批
評
を
重
ね
、
世
紀
末
的
な
文
化
現
象
を
病
的
な
も
の
と
診
断
す
る
ノ
ル
ダ
ウ
の
主
張
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
新
し
い
絵
画
が
異

常
な
精
神
の
産
物
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
状
況
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
美
術
史
的
観
点
か
ら
ノ
ル
ダ
ウ
の
診
断
を
的
外
れ
と
見
な
す
こ
と
は
容
易
い
。
だ
が
阿
片
や
ハ
シ
ー
シ
ュ
に
耽
溺
し
た
精
神

の
発
露
と
し
て
芸
術
作
品
を
見
る
見
方
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
絵
画
論
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
実
を
越
え
つ
つ
古
典
美
に
回
帰
し
な

い
観
念
的
世
界
を
描
こ
う
と
す
る
傾
向
も
ま
た
象
徴
主
義
の
制
作
者
自
身
が
求
め
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
に
傾
倒
し
、

狂
気
を
も
作
品
制
作
に
取
り
込
も
う
と
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
展
開
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
無
意
識
や
狂
気
へ
の
接
近
は
む
し

ろ
制
作
者
側
の
要
請
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医
学
者
か
ら
見
て
異
常
と
思
わ
れ
る
も
の
を
制
作
者
が
あ
え
て
追
求
し
て
い

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消
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る
と
い
う
意
味
で
は
、
ノ
ル
ダ
ウ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
同
時
代
の
芸
術
を
批
判
す
れ
ば
批
判
す
る
ほ
ど
、
そ
の
芸
術
運
動
は
い
っ
そ
う
活

性
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
（Joris-K

arl
H
uysm

ans,1848-1907

）
の
『
さ
か
し
ま
』（À

rebours,

1884

）
の
よ
う
な
デ
カ
ダ
ン
的
傾
向
は
、
こ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
実
際
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
（V

incent

W
illem

van
G
ogh,1853-1890

）
ら
が
世
の
中
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
彼
ら
が
精
神
を
煩
っ
た
制
作
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
一
因
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ダ
リ
（Salvador

D
alí,1904-1989

）
の
よ
う
に
一
種
の
狂
人
を
演
ず
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
ま
た
こ

う
し
た
傾
向
か
ら
理
解
で
き
る
。
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
の
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
が
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
く
に
至
る
背
景
に
は
、

芸
術
制
作
者
側
が
積
極
的
に
狂
気
へ
接
近
し
て
い
っ
た
こ
う
し
た
傾
向
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

意
図
的
な
制
作
と
い
う
側
面
を
矮
小
化
し
、
個
人
性
に
と
ら
わ
れ
ぬ
内
面
表
現
と
し
て
芸
術
制
作
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
観
点
は
、
芸

術
学
の
領
域
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
（W

ilhelm
W
orringer,1881-1965

）
の

有
名
な
美
術
論
を
見
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
、『
抽
象
と
感
情
移
入
』（Abstraktion

und
Einfühlung,

1908

）
に
お
い
て
、
具
象
的
な
自
然
描
写

を
追
求
し
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
か
ら
近
代
西
洋
美
術
に
至
る
伝
統
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
る
美
術
観
を
批
判
し
、
そ
の
伝
統
と
は
別
に

「
抽
象
衝
動
」
を
表
現
す
る
美
術
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
う
し
た
傾
向
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
美
術
や
東
方
美
術
、
中
世
ゴ
シ
ッ
ク
美

術
な
ど
に
お
い
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
近
年
で
も
再
び
西
洋
芸
術
の
中
に
復
活
し
て
き
た
と
い
う
。
彼
は
、「
純
粋
に
装
飾
的
な
領
域
に

お
い
て
活
動
す
る
数
少
な
い
原
始
民
族
の
卓
越
し
た
芸
術
的
資
質
」
が
「
自
然
主
義
的
」
な
美
し
か
認
め
な
い
偏
狭
な
視
野
に
よ
っ
て
近

代
に
至
る
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
（W

orringer

〔a

〕,64
）、
次
の
よ
う
に
近
年
の
西
洋
芸
術
の
動
向
を
振
り
返
っ
て
い

る
。
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我
々
の
芸
術
史
的
な
ま
な
ざ
し
の
こ
う
し
た
緩
慢
な
浄
化
に
は
、
日
本
芸
術
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
並
外
れ
た
芸
術
的
現

象
の
発
見
が
、
大
き
な
功
績
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
、
純
粋
に
形
式
的
な
、
す
な
わ
ち

我
々
の
美
的
な
基
礎
感
情
に
訴
え
か
け
る
形
象
と
し
て
の
芸
術
の
緩
慢
な
リ
ハ
ビ
リ
の
歴
史
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
段
階
を
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
、
純
粋
形
式
の
可
能
性
を
た
だ
古
典
主
義
的
な
規
範
内
で
の
み
見
る
と
い
う
あ
り
が
ち
な
危
険

と
は
逆
の
ほ
う
へ
と
、
我
々
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。（64-65

）

日
本
人
か
ら
見
る
な
ら
、
日
本
美
術
に
も
少
な
か
ら
ず
具
象
性
は
あ
り
、
原
始
民
族
の
抽
象
的
な
美
術
で
は
な
い
と
い
う
反
論
し
た
く

も
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
具
象
的
な
描
写
、
た
と
え
ば
浮
世
絵
で
さ
え
、
陰
影
や
遠
近
法
と
い
っ
た
伝
統
的
な
西
洋
絵
画
の
基
本
的
要

素
は
抽
象
さ
れ
、
西
洋
人
の
目
に
は
十
分
に
装
飾
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
の
文
章
か
ら
は
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
の
う
ち
に
抽
象
性
の
回
復
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
当
時
の
西
洋
文
化
に
お
い
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行
が
文
化
変
容

の
契
機
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、
抽
象
表
現
へ
の
接
近

が
具
体
的
に
ど
の
作
家
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
と
い
う
芸
術
運
動
に
つ
い
て
は
考
察
す
べ
き
問
題
と
は
な
ら
ず
、
人
間
が

も
と
も
と
「
抽
象
衝
動
」
を
も
ち
、
そ
れ
が
自
然
主
義
的
伝
統
の
弱
い
と
こ
ろ
に
現
れ
る
と
い
う
原
理
的
な
説
明
に
終
始
す
る
。
美
学
の

盛
ん
な
ド
イ
ツ
で
は
、
具
体
的
な
制
作
現
場
の
声
を
聞
く
こ
と
な
く
普
遍
的
原
理
を
想
定
し
、
演
繹
的
に
個
々
の
芸
術
現
象
を
説
明
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
も
と
も
と
強
い
が
、
人
間
一
般
の
「
衝
動
」
に
制
作
原
理
を
求
め
る
一
方
で
制
作
現
場
で
の
制
作
論
に
は
無
関
心
な
ヴ

ォ
リ
ン
ガ
ー
の
考
え
方
に
も
、
そ
う
し
た
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

個
人
的
な
制
作
意
志
を
尊
重
し
な
い
こ
う
し
た
見
解
は
、
抽
象
衝
動
に
「
自
己
放
棄
」
と
い
う
側
面
を
見
出
す
彼
の
芸
術
観
と
も
通
底
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し
よ
う
（36

）。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
主
義
的
な
芸
術
制
作
に
お
い
て
さ
え
、
自
然
対
象
に
感
情
移
入
し
て
制
作
者
が
自
己

を
外
的
対
象
の
形
態
に
溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
に
「
自
己
放
棄
」
の
契
機
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
（36-37

）、
ま
し
て
や
自
然
物
の
形
象
を

も
た
ぬ
芸
術
を
制
作
す
る
抽
象
衝
動
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
個
人
的
な
制
作
意
図
な
ど
介
入
す
る
余
地
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

彼
が
リ
ー
グ
ル
（A

lois
R
iegl,1858-1905

）
の
説
く
「
芸
術
意
志
（K

unstw
ollen

）」
を
「
衝
動
（D

rank

）」
と
読
み
替
え
、
作
品
制

作
が
非
人
称
的
・
無
意
識
的
な
心
の
働
き
に
基
づ
く
と
し
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
芸
術
観
に
基
づ
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
抽
象
衝
動
が
「
東
方
の
文
化
民
族
」
に
保
た
れ
て
い
る
理
由
を
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

合
理
主
義
的
な
意
味
で
の
発
展
に
対
し
て
よ
り
深
い
世
界
直
観
で
迎
え
撃
つ
東
方
の
文
化
民
族
だ
け
が
、
す
な
わ
ち
そ
し
て
い
つ
も

世
界
の
外
的
現
象
の
内
に
い
つ
も
た
だ
マ
ー
ヤ
ー
の
き
ら
め
く
ヴ
ェ
ー
ル
し
か
見
な
い
彼
ら
だ
け
が
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
現
象
の
は
か

な
い
錯
綜
を
意
識
し
続
け
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
世
界
像
の
あ
ら
ゆ
る
知
的
な
外
的
支
配
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
彼
ら
を
欺
く
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。（28

）

世
界
の
外
的
現
象
を
マ
ー
ヤ
ー
（
幻
影
）
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
見
な
す
主
張
は
、
す
ぐ
後
に
引
用
さ
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

rthur

Schopenhauer,1788-1860

）
の
主
張
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
（30
）、
明
ら
か
に
仏
教
を
も
含
む
イ
ン
ド
的
な
世
界
観
で
あ
る
。
個

物
の
実
在
性
を
否
定
す
る
認
識
が
非
人
称
的
・
無
意
識
的
表
現
と
関
連
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
も
、
や
は
り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影

響
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
そ
の
章
に
付
け
た
注
釈
の
中
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（D

ie
W
elt

als
W
ille

und
Vorstellung,

1819

）
第
三
巻
で
展
開
さ
れ
た
美
学
思
想
に
ふ
れ
、
個
人
性
か
ら
脱
し
た
美
的
直
観
の
主
張
が
自
ら
の
抽

― ５１ ―
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象
衝
動
論
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（149-150

）。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
消
化
さ
れ
た
仏
教
的
な
世
界
観
は
こ
の
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
思
想
が
当
時
の
新
し
い
芸
術
観
を
自
分
な
り
に
理
論
化
す
る
際
に
有
効
利
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

仏
教
的
世
界
観
を
も
視
野
に
入
れ
た
こ
う
し
た
考
察
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
つ
い
て
も
よ
り
深
い
考
察
を
促
す
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う

に
西
洋
の
伝
統
的
な
絵
画
で
は
、
主
た
る
描
写
対
象
が
フ
レ
ー
ム
を
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
遠
近
法
や
明
暗
法
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
個
物
が
再
現
さ
れ
、
そ
こ
に
固
有
色
が
塗
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
浮
世
絵
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
伝
統
的
な
絵
画
で
は
、
主
た

る
描
写
対
象
が
フ
レ
ー
ム
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
大
胆
な
構
図
を
避
け
る
こ
と
も
な
く
、
色
と
色
と
の
相
対
的
な
効
果
で
色
面
を
構
成

し
、
例
え
ば
木
の
幹
を
藍
色
で
塗
る
な
ど
、
西
洋
の
伝
統
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
こ
れ
は
個
々
の
事
物

の
個
体
性
を
西
洋
ほ
ど
明
確
に
意
識
し
な
い
日
本
人
の
感
覚
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
が
仏
教
を
受
け
入
れ
て
き

た
文
化
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
も
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
西
洋
絵
画
の
抽
象
化
に
一
役
買
っ
た
日
本
の
絵
画
は
、
個
を
個

た
ら
し
め
る
イ
デ
ア
や
物
自
体
な
ど
の
実
在
を
信
じ
て
き
た
西
洋
の
世
界
観
ま
で
揺
る
が
す
力
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
個
体
性
へ
の
不
信
が
、
自
ら
の
個
人
性
へ
の
不
信
へ
と
重
な
り
、
個
人
性
を
越

え
た
も
の
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
23
。

た
だ
し
先
述
の
通
り
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
そ
う
し
た
芸
術
観
を
単
に
東
洋
や
近
年
の
新
し
い
芸
術
観
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
西
洋
の

中
で
も
潜
在
的
に
持
続
し
て
き
た
普
遍
的
な
傾
向
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
三
年
後
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
』（Form

-

problem
der

G
otik,

1911

）
で
は
、
こ
の
抽
象
衝
動
の
成
果
と
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
が
論
じ
ら
れ
、
北
方
装
飾
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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現
実
世
界
に
さ
い
な
ま
れ
、
自
然
性
か
ら
閉
め
出
さ
れ
、
そ
れ
（
北
方
装
飾
）
は
超
現
実
、
超
感
覚
の
世
界
を
目
指
す
。
自
ら
を
超

越
す
る
た
め
に
は
、
諸
感
覚
の
混
迷
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
酩
酊
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
永
遠
の
戦
慄
を
感
ず
る
の
だ
。
こ
の
崇

高
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
こ
そ
、
と
り
わ
け
ゴ
シ
ッ
ク
現
象
特
徴
を
示
す
も
の
な
の
だ
。（W

orringer

〔b

〕,50

）

こ
の
著
作
で
も
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
抽
象
衝
動
の
非
歴
史
性
を
主
張
し
、
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
も
の
が
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
な
い
こ

と
も
強
調
し
て
い
る
（27

ff.
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
執
筆
当
時
の
新
し
い
芸
術
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
古
典
主
義
を
克
服
し
た
芸
術
が
陶
酔
や
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
な
ら
、
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク

芸
術
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
制
作
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
24
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
は
そ
の
根
拠
を
何
も
示
し
て
は
い
な
い
が
、
一

時
代
の
芸
術
の
動
向
を
普
遍
化
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
な
り
の
姿
勢
が
こ
こ
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
芸
術
理
解
は
、
個
々
の
作
者
の
意
図
と
い
う
も
の
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
作
者
自
身
も
ま
た
意

図
を
越
え
た
無
意
識
の
表
出
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
だ
ろ
う
。
意
図

を
越
え
た
無
意
識
的
な
も
の
の
反
映
を
作
品
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
精
神
分
析
学
的
解
釈
や
、
作
者
の
意
図
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
誤

り
（intentional

fallacy

）
を
指
弾
し
た
新
批
評
（new

criticism
）、
受
容
理
論
な
い
し
読
者
反
応
理
論
が
次
々
と
提
唱
さ
れ
た
こ
と
も
、

作
者
自
身
が
制
作
に
お
け
る
個
人
性
の
解
消
を
求
め
る
傾
向
の
裏
返
し
と
い
え
よ
う
。

明
確
な
意
味
の
伝
達
を
求
め
ず
、
現
世
か
ら
離
れ
た
神
秘
的
な
世
界
を
象
徴
的
に
示
そ
う
と
い
う
象
徴
主
義
以
来
の
傾
向
は
、
享
受
者

の
側
の
解
釈
に
委
ね
る
側
面
を
必
然
的
に
も
つ
。
そ
の
結
果
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
刺
激
物
を
制
作
し
さ
え
す
れ
ば
あ
と
は
享
受
者
が
自
ら
の

夢
想
で
そ
の
欠
を
埋
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
安
易
な
制
作
態
度
を
も
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
明
確
な
意
味
の
欠
如
を
作
品
の
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深
さ
と
し
て
享
受
し
て
も
ら
い
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
制
作
者
の
側
の
深
さ
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
よ
う
と
す
る
制
作
方
法
が
蔓
延
す
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
多
く
の
現
代
ア
ー
ト
に
お
い
て
も
妥
当
し
よ
う
。
徹
底
し
て
意
図
的
な
制
作
か
ら
身
を
引
き
、

意
図
を
越
え
た
「
深
さ
」
に
頼
る
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
、「
作
者
の
死
」
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結

び

本
稿
で
は
、
個
人
性
に
基
づ
く
ポ
ー
の
制
作
論
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
ポ
ー
は
身
体
の
死
に
よ
っ
て
も
個
人
性
は
失
わ
れ
な
い
と
い
う
独
自
の
思
想
に
基
づ
き
、
そ
の
死
後
の
存
在
に
享
受
さ

れ
る
「
天
上
の
美
」
に
近
く
、
か
つ
現
世
的
な
関
心
を
も
満
た
す
よ
う
な
作
品
を
求
め
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
作
品

を
制
作
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
は
作
者
の
意
図
を
越
え
た
成
果
を
出
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
作
者
個
人
の
職
掌
を
越
え
出
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ポ
ー
か
ら
の
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
を
継
承
し
つ
つ
、
作
者
の
意
図
を
越
え
る
そ
の
働
き
が
意
識
的
・
理
性
的
な
思
考
の
根
源
に
あ
る
内
奥
を
発
露
さ
せ
る

も
の
と
考
え
、
そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
作
品
制
作
の
主
導
権
を
も
つ
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
ポ
ー
の
よ
う
な
天
上
の
美
へ
の

志
向
性
は
薄
れ
、
創
造
性
よ
り
も
内
面
の
自
動
的
な
表
出
へ
と
制
作
観
が
す
り
替
え
ら
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。
他
方
マ
ラ
ル
メ
は
、
作
意

を
凝
ら
し
て
作
品
を
制
作
し
つ
つ
最
終
的
に
は
作
家
と
し
て
の
個
人
性
を
脱
却
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
詩
人
が
制
作
に

対
し
て
傍
観
者
に
な
る
と
い
う
「
詩
人
の
消
滅
」
は
、
諸
々
の
語
が
お
さ
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
に
お
さ
ま
る
と
い
う
事
態
と
し
て
理
解
で
き

よ
う
。
だ
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
ラ
ル
メ
は
絵
画
制
作
に
関
し
て
も
作
家
の
個
人
性
の
消
滅
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー

作
品
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ル
と
と
も
に
世
紀
末
の
詩
や
絵
画
領
域
で
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
個
人
性
の
消
滅
は
、（
し
ば
し
ば
狂
的
な
）
無
意
識
の
発
露
と
し
て
理
解
さ
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
理
性
的
な
意
識
が
退

け
ら
れ
、
自
分
で
も
統
御
で
き
な
い
な
に
も
の
か
が
制
作
の
主
導
権
を
と
る
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
し
た
制
作
へ
の
移
行

は
、
作
品
が
具
象
性
を
失
う
と
い
う
現
象
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
理
性
的
な
個
人
の
思
考
が
個
々
の
事
物
を
明
確
に
弁

別
す
る
の
に
対
し
、
そ
の
理
性
の
後
退
は
作
品
の
具
象
性
の
解
消
を
促
す
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
病
理
と
捉
え
る
に
せ
よ
抽
象
衝

動
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
西
洋
芸
術
は
そ
れ
ま
で
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
「
無
意
識
的
な
も
の
」
の
開
放
に
新
た
な
作
品
制
作
の
可
能
性
を
見
出

し
、
現
代
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
推
し
進
め
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
に
お
い
て
、
意
図
を
越
え
る
成
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
訓
練
」
や
「
熟

練
」
が
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
「
訓
練
」
な
い
し
「
熟
練
」
の
必
要
性
が
、
そ
れ
以
後
は

次
第
に
重
視
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
行
き
着
く
の
は
作
意
の
否
定
で
あ
り
、
作
者
の
消
滅
で
あ
る
。
こ

れ
は
制
作
論
と
し
て
は
致
命
的
な
結
末
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
作
者
の
自
殺
行
為
こ
そ
が
、
美
学
の
領
域
に
お
い
て
囁
か
れ

て
い
る
「
芸
術
の
終
焉
」
の
主
原
因
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
世
紀
の
代
表
的
な
芸
術
終
焉
論
で
あ
る
ダ
ン
ト
ー
（A

rthur
C
olem

an
D
anto,1924-2013

）
の
『
芸
術
の
終
焉
の
あ
と
』（After

the
End

of
H
istory,

1997

）
は
、
芸
術
史
を
大
き
く
「
模
倣
の
時
代
」、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
」、「
ポ
ス
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
な
時

代
」
に
分
け
る
25
。
そ
し
て
芸
術
家
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
他
者
の
芸
術
と
競
い
合
う
近
代
以
降
の
時
代
を
経
て
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
芸
術
作
品
た
り
う
る
時
代
が
一
九
六
四
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
26
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
降
の
現
代
に
お
い
て
芸
術

活
動
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
芸
術
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
制
限
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
芸
術

― ５５ ―
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が
歴
史
的
な
終
焉
を
迎
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
27
。
ダ
ン
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
芸
術
の
終
焉
の
原
因
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
時
代
」
に
「
芸
術
と
は
な
に
か
」
と
い
う
究
極
の
問
い
が
生
じ
、
答
え
の
な
い
そ
の
哲
学
的
な
問
い
が
、
芸
術
を
芸
術
た
ら
し
め
る
根

拠
を
失
わ
せ
た
こ
と
だ
と
い
う
28
。
本
稿
に
即
し
て
言
え
ば
、
ポ
ー
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
に
お
い
て
は
、
詩
や
芸
術
が
い
か
に

あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
明
確
な
論
を
展
開
し
て
い
た
と
言
え
る
。
だ
が
制
作
意
図
を
越
え
る
こ
と
を
求
め
る
そ
の
制
作
論
は
作
意
の

希
薄
化
を
促
す
こ
と
と
な
り
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
」
を
終
焉
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

芸
術
が
終
焉
を
迎
え
た
と
い
う
一
九
六
〇
年
代
が
、
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
発
表
年
と
時
期
が
近
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の

時
期
は
、
絵
画
や
詩
を
含
む
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
が
二
〇
世
紀
半
ば
で
緩
や
か
な
終
焉
を
迎
え
、
芸
術
運
動
が
細
分
化
し
、
そ
れ
ゆ

え
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
芸
術
運
動
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
き
た
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
時
代
の
空
気
と

し
て
、
あ
る
種
の
閉
塞
感
が
漂
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
し
、
そ
の
主
張
が
今
で
も
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
、
現
在
に
お
い
て
も
そ

れ
な
り
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
実
際
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
て
も
良
い
と
い
う
自
由
を

も
ち
つ
つ
、
何
を
制
作
し
て
も
以
前
の
芸
術
ほ
ど
話
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
「
芸
術
の
終
焉
」
と
呼
ぶ

と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
芸
術
は
終
焉
を
迎
え
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
だ
が
芸
術
の
終
焉
の
主
た
る
理
由
は
、「
作
者
の
死
」
に
至
る
過
程
、

す
な
わ
ち
作
品
制
作
に
お
け
る
作
者
の
個
人
性
の
解
消
や
作
意
の
希
薄
化
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注⑴

拙
稿
「
ポ
ー
の
『
構
成
の
哲
学
』
に
つ
い
て
」、『
文
芸
学
研
究
』
第
四
号
、
文
芸
学
研
究
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
│
五
〇
頁
参
照
。

⑵

ポ
ー
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
拙
稿
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
拙
稿
「
ポ
ー
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
」、『
美
学
』
第
四
八
巻
第
三
号
（
一
九
一
号
）、
美
学
会
、
一
九
九
七
年
一
二
月
、
一
三
│
二
四
頁；

「
ポ
ー
に
お
け
る
詩

作
品
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け
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的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
変
遷
」、『
文
芸
学
研
究
』
第
一
号
、
文
芸
学
研
究
会
、
一
九
九
八
年
、
七
二
│
九
五
頁；

「
ポ
ー
に
お
け
る
仮
説
形

成
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
」、『
文
芸
学
研
究
』
第
三
号
、
文
芸
学
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
│
三
三
頁
参
照
。

⑶

本
文
中
で
紹
介
す
る
作
品
の
他
、
ポ
ー
は
「
エ
イ
ロ
ス
と
カ
ル
ミ
オ
ン
と
の
会
話
」（“The

C
onversation

of
Eiros

and
C
harm

ion,”
1839

）、

「
モ
ノ
ス
と
ウ
ナ
と
の
対
話
」（“The

C
olloquy

of
M
onos

and
U
na,”

1841

）、「
言
葉
の
力
」（“The

Pow
er
of
W
ords,”

1845

）
と
い
っ
た
短

編
小
説
で
、
人
間
が
死
後
に
天
使
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

⑷

ポ
ー
は
推
論
形
式
と
し
て
正
当
な
も
の
と
し
て
当
時
認
め
ら
れ
て
い
た
演
繹
法
と
も
帰
納
法
と
も
異
な
る
も
の
と
し
て
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
推
論
と
い
う
も
の
を
構
想
し
て
い
た
。「
哲
学
的
方
法
」
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
前
掲
拙

稿
「
ポ
ー
に
お
け
る
仮
説
形
成
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
」
参
照
。

⑸

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
王
」
で
は
な
く
「
女
王
」
と
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
のfaculté

やim
agination

が
女
性
名
詞
で
あ
る
こ
と
に
起
因

す
る
だ
ろ
う
。

⑹

こ
の
言
葉
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
自
身
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
確
認
で
き
る
（D

elacroix,65-66

）。

⑺

こ
の
主
張
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
に
関
す
る
新
た
な
覚
書
」
で
も
ほ
ぼ
逐
語
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
（334

）。
だ
が
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
が
自
分
の
考
え
と
し
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
、
こ
う
し
た
天
上
の
美
へ
の
志
向
性
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

⑻

詳
細
は
拙
稿
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
詩
画
比
較
論
│
│
ポ
ー
か
ら
の
思
想
的
影
響
を
中
心
に
」、『
文
芸
学
研
究
』
第
二
号
、
文
芸
学
研
究

会
、
一
九
九
九
年
、
七
四
│
一
〇
二
頁
参
照
。

⑼

原
文
で
は
「
フ
ォ
ン
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
最
後
の
ワ
ル
ツ
（the

last
w
altz

of
V
on
W
eber

）」（III,283

）
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
曲
は
実
際
に
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
作
品
で
は
な
く
、
ラ
イ
シ
ガ
ー
（K

arlG
ottlieb

R
eissiger,1798-1859

）
が
作
曲
し
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ボ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
演
奏
会
の
た
め
に
友
人
の
ラ
イ
シ
ガ
ー
か
ら
こ
の
曲
の
楽
譜
を
受
け
取
っ
た
後
、
ま
も
な
く
急
死
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
こ
の
曲
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
遺
作
だ
と
誤
解
さ
れ
、
公
表
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（Poe

〔b

〕,II,418

）。

⑽

こ
の
箇
所
は
、
ポ
ー
自
身
の
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
興
味
深
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
朗
唱
さ
れ
る
詩
は
「
興
奮
し

て
う
わ
ず
っ
た
病
的
な
観
念
性
（ideality

）」
を
表
現
し
た
作
品
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
（282

）、
さ
ら
に
作
品
の
語
り
手
は
そ
の
詩
が
表
面

上
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、「
そ
の
意
味
の
下
位
的
な
い
し
神
秘
的
な
流
れ
（the

under
or
m
ystic

currentof
its
m
eaning

）」
を
そ
な
え
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
（284

）。
こ
の
よ
う
な
詩
の
と
ら
え
方
は
、「ideality

」
の
実
現
を
重
視
し
た
三
年
前
の
ポ
ー
の
ド
レ
イ
ク
・
ハ
レ
ッ
ク
評

― ５７ ―
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と
、
翌
年
の
『
ア
ル
シ
フ
ロ
ン
』
評
と
の
間
の
過
渡
的
段
階
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
（
た
だ
し
こ
こ
で
の
「ideality

」
は
骨
相
学
用
語
と
し
て

の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
の
で
、「
観
念
性
」
で
は
な
く
「
理
想
性
」
と
訳
す
べ
き
だ
ろ
う
）。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
詩
論
に
お
い
て
、「ideal-

ity
」
に
到
達
す
る
能
力
な
い
し
意
味
の
底
流
を
描
く
能
力
は
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
フ
ァ
ン
シ
ー
」
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ポ
ー
の
思
想
が
ま
だ
未
整
理
な
段
階
の
記
述
だ
と
い
え

る
。
前
掲
拙
稿
「
ポ
ー
に
お
け
る
詩
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
の
変
遷
」
参
照
。

⑾

ポ
ー
の
マ
ラ
ル
メ
へ
の
影
響
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
印
象
主
義
の
『
印
象
』
と
は
何
か
」、『
美
学
芸
術
学
』
第
二
一
号
、
美
学
芸
術
学
会
、
二
〇

〇
六
年
、
一
│
一
五
頁
参
照
。

⑿

一
八
六
四
年
一
月
七
日
（
？
）
付
、
カ
ザ
リ
ス
（H

enriC
azalis,1840-1909

）
宛
書
簡
（M

allarm
é

〔a

〕,160-163

）。

⒀

同
年
一
〇
月
三
〇
日
付
、
カ
ザ
リ
ス
宛
書
簡
（206

）。

⒁

マ
ラ
ル
メ
も
一
八
七
四
年
に
は
、
筆
致
の
粗
さ
（
具
象
性
の
弱
さ
）
ゆ
え
に
サ
ロ
ン
か
ら
落
選
し
た
マ
ネ
の
油
彩
画
を
擁
護
し
て
い
る
（M

allarm
é

〔b

〕,410-415

）。
そ
こ
で
の
論
法
が
ポ
ー
の
構
成
の
哲
学
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
掲
拙
稿
「
印
象
主
義
の
『
印
象
』
と
は
何
か
」

参
照
。

⒂

一
八
六
七
年
の
五
月
一
四
日
付
の
カ
ザ
リ
ス
宛
書
簡
で
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
も
確
認
で
き
る
。「
僕
は
い
ま
や
非
個
人
的
（im

personnel

）
で
あ

り
、
君
の
知
っ
て
い
た
ス
テ
フ
ァ
ヌ
で
は
な
い
│
│
『
精
神
の
宇
宙
』
が
も
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
性
向
、
す
な
わ
ち
僕
で
あ
っ
た
も
の
を
通
じ
て
、

自
己
を
見
、
自
己
を
展
開
さ
せ
る
一
つ
の
性
向
な
の
だ
」（343

）。
後
に
、
一
八
九
三
年
に
火
曜
会
に
ホ
イ
ス
ラ
ー
が
訪
れ
、
作
品
構
想
が
作
者

か
ら
離
れ
る
「
非
個
人
的
」
な
状
態
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
（
ゴ
ー
ド
ン
・
ミ
ラ
ン
『
マ
ラ
ル
メ
の
火
曜
会
│
│
神
話

と
現
実
』
柏
倉
康
夫
訳
、
行
路
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
八
頁
）。
こ
う
し
た
制
作
方
法
論
が
マ
ラ
ル
メ
の
周
辺
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⒃

紙
媒
体
の
原
文
が
見
当
た
ら
ず
、http

://w
w
w
.berlol.net/chrono/chr1886a.htm

を
参
照
し
た
。

⒄

こ
の
影
響
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
パ
リ
万
博
評
と
近
代
芸
術
へ
の
影
響
に
つ
い
て
」、『
文
芸
学
研
究
』
第
一
六

号
、
文
芸
学
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
│
三
七
頁
参
照
。

⒅

デ
ボ
ラ
・
シ
ル
ヴ
ァ
ー
マ
ン
『
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
│
│
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
と
「
装
飾
芸
術
」
の
思
想
』
天
野
知
香
・
松
岡
新
一
郎
訳
、
青
土

社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
九
│
一
三
四
頁
。

⒆

前
掲
書
一
二
九
│
一
三
三
頁
。

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
性
と
そ
の
解
消

― ５８ ―



⒇

江
口
重
幸
『
シ
ャ
ル
コ
ー
│
│
力
動
精
神
医
学
と
神
経
病
学
の
歴
史
を
遡
る
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
│
二
三
、
五
九
│
六
〇
頁
。

21

前
掲
『
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
│
│
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
と
「
装
飾
芸
術
」
の
思
想
』
一
三
二
頁
。

22

フ
ロ
イ
ト
（Sigm

und
Freud,1856-1939

）
も
ま
た
、
一
八
八
五
年
か
ら
八
六
年
ま
で
の
パ
リ
留
学
の
際
、
シ
ャ
ル
コ
ー
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
に

接
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
器
質
的
な
神
経
疾
患
と
考
え
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
れ
を
神
経
病
理
学
の
対
象
と
す
る
考
え
を
受
け

入
れ
、
こ
の
留
学
期
間
中
に
性
欲
と
無
意
識
と
に
関
す
る
ま
っ
た
く
新
し
い
理
論
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
前
掲
書
一
三
五
頁
）。

フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
思
想
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
が
こ
う
し
た

芸
術
思
潮
と
同
じ
基
盤
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

23

本
稿
で
は
言
及
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
仏
教
が
思
想
的
に
浸
透
し
た
日
本
中
世
に
お
い
て
、
描
写
対
象
の
個
体
性
や
個
人
性
の
問
題
が
歌
論
の
レ

ベ
ル
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
藤
原
定
家
の
『
歌
つ
く
り
』
と
『
歌
詠
み
』
に
つ
い
て
│
│
創
造
と
表
現
と
の
相
違
」、『
待
兼
山
論
叢
』
第

二
九
号
美
学
篇
、
大
阪
大
学
文
学
会
、
一
九
九
五
年
、
二
七
│
四
七
頁
参
照
。
こ
こ
に
ポ
ー
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
論
に
き
わ
め
て

似
通
っ
た
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
そ
う
し
た
中
世
的
思
索
を
経
た
時
代
の
所
産
と
し

て
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
影
響
を
与
え
た
江
戸
文
化
を
捉
え
る
視
点
が
必
要
だ
ろ
う
。

24

興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
陶
酔
や
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
精
神
の
病
理
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
民
族
に
共
有
さ
れ
た
無
意
識
的
な
衝

動
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
的
な
意
志
や
理
性
的
な
思
考
を
抑
制
し
、
民
族
的
な
根
源
性
の
発
露
を
情

熱
的
に
求
め
る
こ
う
し
た
傾
向
は
、
こ
の
時
期
の
表
現
主
義
を
支
え
る
理
論
と
も
な
ろ
う
が
、
同
時
に
、
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
ド
イ
ツ
で
勢

い
を
伸
ば
す
民
族
主
義
を
学
問
的
な
い
し
芸
術
的
観
点
か
ら
鼓
舞
す
る
も
の
と
な
る
。
理
性
的
な
制
作
意
図
か
ら
の
解
放
と
い
う
制
作
論
の
問
題

は
、
こ
う
し
た
社
会
的
問
題
と
も
不
可
分
な
の
で
あ
る
。

25

ア
ー
サ
ー
・
Ｃ
・
ダ
ン
ト
ー
『
芸
術
の
終
焉
の
あ
と
│
│
現
代
芸
術
と
歴
史
の
境
界
』
山
田
忠
彰
監
訳
、
河
合
大
介
・
原
友
昭
・
粂
和
沙
訳
、
三

元
社
、
二
〇
一
七
年
、
八
九
頁
。

26

Ibid.

27

前
掲
書
九
〇
頁
。

28

前
掲
書
八
九
頁
。

― ５９ ―
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原
典
（
お
よ
び
邦
訳：

た
だ
し
表
記
の
統
一
性
の
た
め
、
訳
文
は
す
べ
て
拙
訳
を
試
み
た
）

A
pollinaire,

G
uillaum

e
:
Œ
uvres

com
plètes

de
G
uillaum

e
Apollinaire,

v.
4,
edition

établie
sous

la
direction

de
M
ichel

D
écaudin,

A
ndre

B
alland

etJacques
Lecat,1966.

B
audelaire,

C
harles

:
Œ
uvres

com
plètes,

texte
établi,

présenté
et
annoté

par
C
laude

Pichois,
B
ibliothèque

de
la
Pléiade,

G
allim

ard,
t.2,

1976
（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
阿
部
良
雄
訳
、
全
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
│
一
九
九
三
年
）.

D
elacroix,Eugène

:
Études

Esthétiques,
écrits

1,Éditions
du
Sandre,2006

（
ド
ラ
ク
ロ
ア
『
藝
術
論
』
植
村
鷹
千
代
訳
、
創
元
社
、
一
九
三
九

年
）.

Leroy,Louis:
“L’Exposition

des
im
pressionnistes,”

Le
C
harivari,

1874

（The
N
ew
Painting

Im
pressionism

1874-1886,D
ocum

entation,
vol

.1
:
R
eview

s,R
uth

B
erson,Fine

A
rts
M
useum

s
of
San

Francisco,1996,pp.25-26

）（
ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
『
わ
が
父
ル
ノ
ワ
ー
ル
』
粟

津
則
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
五
七
│
一
六
一
頁
に
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
）.

M
allarm

é,Stéphane

（a

）:
C
orrespondance

com
plète

1862-1871
;
suivi

de
Lettres

sur
la
poésie

1872-1898,
édition

établie
et
annotée

par

B
ertrand

M
archal,C

ollection
Folio

classique,G
allim

ard,1995.

│
│
（b

）:
Œ
uvres

com
plètes

II,
édition

présentée,
établie

et
annotée

par
B
ertrand

M
archal,

B
ibliothèque

de
la
Pléiade,

G
allim

ard,
2003

（
ａ
、
ｂ
共
通
で
『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』〔
全
五
巻
〕
松
室
三
郎
・
菅
野
昭
正
・
清
水
徹
・
阿
部
良
雄
・
渡
辺
守
章
編
集
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
│

二
〇
一
〇
年
）.

N
ordau,M

ax
Sim

on
:
Entartung,

B
erlin

N
W
.,1893

（『
現
代
の
堕
落
』
大
日
本
文
明
協
會
、
一
九
一
四
年
〔
抄
訳
〕）.

Poe,Edgar
A
llan

（a

）:
The

C
om
plete

W
orks

ofEdgar
Allan

Poe,
ed.,Jam

es
A
.H
arrison,17

vols.,A
M
S
Press,N

ew
Y
ork,1965.

│
│
（b

）:
C
ollected

W
orks

ofEdgar
Allan

Poe,
ed.,Thom

as
O
llive

M
abbott,3

vols.,M
assachusetts,The

B
elknap

Press
of
H
arvard

U
.P.,

1978

（
ａ
、
ｂ
共
通
で
『
ポ
オ
小
説
全
集
』
一
〔
阿
部
知
二
他
訳
、
一
九
八
七
年
〕、
二
〔
大
西
尹
明
他
訳
、
一
九
八
九
年
〕、
三
〔
田
中
西
二
郎

他
訳
、
一
九
八
九
年
〕、
四
〔
丸
谷
才
一
他
訳
、
一
九
八
九
年
〕、『
ポ
オ
詩
と
評
論
』〔
福
永
武
彦
他
訳
、
一
九
八
六
年
〕、
創
元
推
理
文
庫
）.

R
enan,A

ry
:
“La

«M
angua»

de
H
okusai,”

Le
Japon

artistique
;
docum

ents
d’artetd’

industrie,
réunis

par
Sam

uelB
ing,Paris,n°9,1889

（t.1,pp.107-113

）（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
編
纂
『
藝
術
の
日
本
』
大
島
清
次
・
瀬
木
慎
一
・
芳
賀
徹
・
池
上
忠
治
翻
訳
・
監
修
、
美
術
公
論

社
、
一
九
八
一
年
、
一
一
三
│
一
一
九
頁
）.

作
品
制
作
に
お
け
る
個
人
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と
そ
の
解
消
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Sym
ons,A

rthur:
The

Sym
bolist

M
ovem

ent
in
Literature,

E.P.D
utton,1919

（
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
『
象
徴
主
義
の
文
学
運
動
』
前
川
祐
一

訳
、
冨
山
房
百
科
文
庫
、
一
九
九
三
年
）.

W
orringer,W

ilhelm

（a

）:
Abstraktion

und
Einfühlung

:
ein

Beitrag
zur

Stilpsychologie,
M
ünchen

:
Piper,1948

（
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
『
抽
象
と

感
情
移
入
│
│
東
洋
芸
術
と
西
洋
芸
術
』
草
薙
正
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）.

│
│
（b

）:
Form

problem
e
der

G
otik,

M
ünchen

:
Piper,1911

（
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
『
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
形
式
論
』
中
野
勇
訳
、
文
春
学
藝
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
六
年
）.
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