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「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
け
る
Ａ
・
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
主
義
的
芸
術
論 

 
 
 

─ 

エ
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に 

─ 

 

 

柳 

沢 

史 

明 

序 

  

二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」（「
黒
人
芸
術
」）
に
ま
つ
わ
る
問
題
関
心
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
制
作
年
代
を
め

ぐ
る
議
論
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
「
美
術
品
」
は
如
何
な
る
時
代
に
作
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
三
十
年
代
以
降
の
民
族

誌
的
・
人
類
学
的
知
の
整
備
に
伴
い
、
こ
う
し
た
議
論
は
や
が
て
科
学
的
な
手
続
き
の
下
に
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

議
論
は
単
に
、
近
代
西
洋
に
よ
る
一
方
的
な
他
者
表
象
の
曖
昧
さ
へ
と
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
そ
こ
に
は
異
国
の
物
を
語
る
際
の
、

語
る
側
に
よ
る
偏
見
が
介
在
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、「
無
文
字
社
会
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
歴
史
性
が
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
社
会
に
お
け
る
あ
る
対
象

物
の
歴
史
同
定
作
業
は
不
確
定
性
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
進
化
論
的
な
枠
組
み
が
こ
れ
ら
の
要
素
を
強
化

し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
（
１
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
諸
要
素
を
当
然
の
も
の
と
し
て
片
付
け
、
現
在
の
立
場
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は

「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
い
う
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
言
説
を
単
純
化
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
言
説
構
造
が
成
立
す
る
基

盤
を
形
成
し
て
い
た
、
当
時
の
芸
術
を
め
ぐ
る
諸
状
況
や
思
想
背
景
で
あ
ろ
う
。「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
い
う
現
象
を
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
ア
ー

ト
」
受
容
の
歴
史
的
一
形
態
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
再
度
二
〇
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
歴
史
意
識
、
特
に
非
西
洋

美
術
を
め
ぐ
る
歴
史
意
識
か
ら
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
美
術
史
記
述
に
お
け
る
人
種
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の
問
題
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
の
主
眼
の
一
つ
は
、
芸
術
と
人
種
と
が
接
合
し
て
い
た
当
時
の
言
説
構
造
を
検
討
し
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー

グ
ル
」
と
い
う
現
象
が
、「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
」
と
い
う
大
枠
へ
と
単
純
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
論
文
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
黒
人
ア
フ
リ
カ
地
域
に
対
す
る
美
術
史
理
解
が
如
何
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ

し
て
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
が
「
人
種
」
と
い
う
観
点
か
ら
如
何
に
語
ら
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ

ル
」
研
究
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
来
の

大
の
人
種
理
論
家
と
し
て
当
然
視
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
の
芸
術
観
に
対
す
る
分
析
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
小
説
家
・
戯
曲
家
Ａ
・
ゴ
ビ
ノ
ー
が
俎
上
に
あ
が
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
主
義
的
芸
術
理
論
が
二
十
世
紀
初
頭
に

ど
の
よ
う
な
形
で
解
釈
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
こ
そ
が
当
時
の
言
説
構
造
の
実
情
分
析
で
あ
る
な
ら
ば
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
を
振
り
返
る
だ
け
で

は
充
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
美
術
史
家
・
批
評
家
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
ゴ
ビ
ニ
ズ
ム
へ
と
傾
倒

し
て
い
っ
た
エ
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
（
一
八
七
三
―
一
九
三
七
）
を
例
証
と
し
つ
つ
、
こ
の
点
に
関
し
て
考
察
し
た
い
（
２
）
。 

 

一 

美
術
史
の
中
の
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
―
―
Ｅ
・
フ
ォ
ー
ル
『
美
術
史
』
第
二
巻
『
中
世
美
術
』
に
つ
い
て 

  

本
論
文
の
出
発
点
は
、
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
『
美
術
史
』
四
巻
本
の
第
二
巻
『
中
世
美
術
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
発
刊
の
年
で
あ
る
一
九
一
一
年

が
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
受
容
の
初
期
の
時
代
に
位
置
し
て
い
る
と
同
時
に
、
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
美
術
が
総
体
的
な
美
術
史
の
中
へ
と
組

み
込
ま
れ
た

初
の
書
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。
そ
の
た
め
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
受
容
の
歴
史
的
内
実
、
な
ら
び
に
二
十
年
代
以
降
の
フ
ォ

ー
ル
の
思
想
構
造
の
変
化
を
探
る
上
で
も
重
要
な
端
緒
と
な
り
得
る
。 

 

フ
ォ
ー
ル
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
二
一
年
に
か
け
て
、
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
壮
大
な
美
術
の
歴
史
を
論
じ
て
い
る
（
４
）
。
も
っ
と
も
、

こ
の
四
巻
本
か
ら
な
る
「
美
術
史
」
は
、「
独
学
の
徒
」
を
称
す
る
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
視
点
か
ら
執
筆
さ
れ
た
書
で
は
な
く
、
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ま
た
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
以
来
「
美
術
史
」
と
混
同
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
考
古
学
的
」
な
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
美
術
史
は
「
人
間
が
そ

こ
で
一
つ
に
結
ば
れ
る
造
形
的
な
詩
の
概
念
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（A

A
, X

V
II-X

X
I

）（
５
）
。 

 

一
・
一 
「
中
世
」 

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
「
詩
」
的
な
美
術
史
の
二
巻
目
に
あ
た
る
『
中
世
美
術
』
に
は
、
今
日
の
目
か
ら
す
る
と
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
の
間
に
違

和
感
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
章
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
。
各
章
の
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
る
と
、「
序
」「
イ
ン
ド
諸
国
」「
中
国
」「
日
本
」「
熱
帯
地
方
」

（Les Tropiques

）「
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」「
イ
ス
ラ
ム
世
界
」「
キ
リ
ス
ト
教
と
中
世
自
由
都
市
」「
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
広
が
り
」「
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
の
伝
道
」
と
な
る
。

後
の
三
章
、
お
よ
び
「
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」
が
、
五
世
紀
前
後
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
を
対
象
と
し
た
、
広
い

意
味
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
を
扱
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
の
各
章
は
、
お
よ
そ
非
西
洋
の
美
術
を
、
そ
の
時
代
を
問
わ
ず
に
取
り
上
げ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
日
本
」
と
題
さ
れ
た
章
の
な
か
に
は
、
奈
良
・
平
安
期
の
仏
像
や
彫
刻
に
始
ま
り
、
鎌
倉
期
の
大
仏
や
運
慶

の
彫
刻
、
果
て
は
葛
飾
北
斎
や
歌
川
広
重
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

お
よ
そ
、
サ
イ
ー
ド
に
よ
っ
て
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
」
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
フ
ォ
ー
ル
（
６
）

の
思
考
構
造
を
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
は

難
し
く
な
い
が
、
第
三
版
出
版
に
際
し
て
付
し
た
序
の
中
で
、「
中
世
」
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定
の
時
代
を
指
す
も
の
で
は
な
い
し
、
西

洋
的
な
も
の
で
も
な
い
と
フ
ォ
ー
ル
は
弁
明
し
て
い
る
。
彼
は
、「
異
国
の
芸
術
」（l’art exotique

）
と
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
と
を
並
置
し
て
論

じ
た
こ
と
で
、
西
欧
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
歴
史
区
分
と
し
て
の
「
中
世
」
が
、
一
四
五
三
年
を
そ
の
終
わ
り
と
し
て
き
た
慣
例
を
半
ば
無
視
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
読
者
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
中
世
」
と
い
う
概
念
を
、
芸
術
制
作
の
一
段
階
を
提

示
す
る
普
遍
的
原
理
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
象
徴
的
な
、
あ
る
い
は
比
喩
的
な
意
味
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。「
実
際
の
と
こ

ろ
、
我
々
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
「
中
世
」
と
い
う
形
容
詞
に
次
の
よ
う
な
考
え
を
結
び
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
治
制
度
と
社
会
制
度
、
宗

教
的
渇
望
、
わ
ず
か
に
雑
然
と
し
た
神
秘
主
義
的
な
霧
に
包
ま
れ
た
哲
学
の
教
義
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
総
体
と
い
う
考
え
で
あ
っ
て
、
そ
の
考
え
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は
人
間
の
、
西
洋
に
お
い
て
と
同
様
東
洋
に
お
い
て
も
、
一
連
の
精
神
段
階
丸
々
全
て
に
対
し
て
、
我
々
の
許
に
残
っ
て
い
る
描
写
表
現
に
よ
っ
て

特
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
多
か
れ
少
な
か
れ
緊
密
な
親
縁
性
の
容
貌
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
（A

M
, 3

e, X
IV

）。 
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
の
「
中
世
」
と
い
う
語
は
、
歴
史
的
事
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
西
洋
の
み
な
ら
ず
東
洋
を
も

含
め
た
、
人
間
全
体
の
あ
る
特
殊
な
精
神
的
様
態
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
特
定
の
時
期
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、

西
洋
が
経
験
し
た
「
中
世
」
と
類
似
し
た
社
会
的
・
道
徳
的
・
政
治
的
状
況
（
具
体
的
に
は
個
人
主
義
以
前
の
、
宗
教
に
律
せ
ら
れ
た
集
団
に
よ
る

社
会
）
を
上
述
の
地
域
も
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
各
地
域
の
芸
術
上
へ
と
反
映
し
て
い
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
の
中
世
の
終
わ
り
は
、
中
世
の
ほ
ぼ
「
全
員
一
致
の
」
（unanim

e

）
集
団
的
幻
想
に
対
す
る
個
人
主
義
的
探
求
の
優
位
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
フ
ォ
ー
ル
が
語
る
「
全
員
一
致
の
」
集
団
的
幻
想
な
い
し
「
信
仰
」（croyance

）
は
、
お
よ
そ
「
未
開
の
（
原
初
の
）」（prim

itif

）

人
々
を
も
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
比
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
個
人
主
義
的
な
自
己
決
定
の
思
想
、
つ
ま
り
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
（
十
四
世

紀
以
降
〔
イ
タ
リ
ア
は
十
三
世
紀
以
降
〕）
の
文
化
と
な
る
。「
さ
て
、
こ
う
し
た
劇
的
な
作
用
は
西
欧
に
お
い
て
は
十
四
世
紀
に
、
も
し
く
は
十
三

世
紀
に
―
―
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
―
―
精
神
の
全
員
一
致
の
枠
組
み
を
解
体
し
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
五
百
年
た
っ
た
今
日
、
あ
る
い
は
と
も
か
く

近
に
な
っ
て
も
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
幾
つ
か
の
未
開
人
に
お
い
て
は
、
こ
の
作
用
が
、
そ
の
あ
や
ふ
や
な
構
造
の
素
地
を
作
る
こ
と
す
ら

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
未
開
人
ら
は
、
我
々
が
先
に
定
義
し
た
よ
う
な
中
世
的
文
化
の
準
備
段
階
を
超
え
出
る
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
た
」
（A

M
, 3

e, X
V

）。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
絵
画
の
誕
生
は
、
絵
画
に
記
さ
れ
た
制
作
者
の
署
名
の
現
れ
と
同
時
で
あ
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
説
明

し
、
個
人
の
誕
生
と
中
世
の
終
わ
り
を
結
び
付
け
て
い
る
。
他
方
で
、
ア
フ
リ
カ
と
ポ
リ
ネ
シ
ア
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
段
階
に
お
い
て
も
、
未
だ

中
世
的
な
、
し
か
も
そ
の
準
備
段
階
に
留
ま
る
文
化
圏
で
あ
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
説
明
し
て
い
る
。 

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
こ
う
し
た
社
会
意
識
的
な
歴
史
把
握
が
正
当
な
も
の
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
宗
教
的
制
度
に
基
づ
い
た
「
集
団
的
」

社
会
と
し
て
の
「
中
世
」
か
ら
、
個
人
主
義
的
な
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
、
と
い
う
歴
史
認
識
は
、
凡
庸
と
さ
え
言
え
る
ほ
ど
慣
用
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。
焦
点
を
当
て
る
べ
き
は
む
し
ろ
、
彼
が
何
故
非
西
洋
美
術
を
、
特
に
当
時
に
お
い
て
は
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
な
存
在
と
し
て
不
問
と
さ
れ
て
き
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た
ア
フ
リ
カ
、
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
人
々
の
美
術
を
「
古
代
以
前
」
で
は
な
く
、「
中
世
」
へ
と
編
入
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 

こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
の
一
つ
は
、
彼
の
美
術
史
観
に
お
い
て
、
そ
の
頂
点
が
古
代
美
術
、
特
に
ギ
リ
シ
ャ
美
術
へ
と
与
え
ら
れ
て
い
た
、
と

い
う
事
情
に
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
的
な
美
術
史
を
否
定
し
つ
つ
も
、
フ
ォ
ー
ル
も
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
美
術
の
重
要
性
を
主
張
し
続
け
て
い
た
（
７
）
。

そ
れ
故
、「
古
代
美
術
」
と
「
未
開
芸
術
」
（un art prim

itif

）（A
M

, 154

）
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ

の
際
、「
未
開
芸
術
」
は
「
古
代
美
術
」
に
先
立
ち
、「
古
代
以
前
」
の
も
の
と
し
て
フ
ォ
ー
ル
に
語
ら
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
も
生
ず
る
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
求
め
る
た
め
に
は
、『
美
術
史
』
一
巻
『
古
代
美
術
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
先
史
（
美
術
）」

（avant l’histoire

）
の
項
目
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

十
九
世
紀
半
ば
以
降
活
発
と
な
っ
た
洞
窟
壁
画
等
に
代
表
さ
れ
る
「
先
史
美
術
」
の
研
究
は
、
美
術
史
の
歴
史
区
分
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

特
に
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
に
多
数
発
見
さ
れ
た
洞
窟
壁
画
の
存
在
は
重
要
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
も
ま
た
そ
の
存
在
は
無
視

で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
特
に
重
要
な
点
は
、
彼
に
と
っ
て
洞
窟
壁
画
が
点
在
す
る
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
と
は
、「
完
全
に
定
義
し
う
る
限
り
で

知
ら
れ
て
い
る

も
太
古
の
人
類
」
が
住
ま
い
、「
芸
術
が
誕
生
し
た
」
地
域
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
（A

A
, 6-7

）（
８
）
。
ガ
リ
ア
の
地
に
お
け
る
こ
の

「
美
術
」
が
、
偉
大
な
る
「
古
代
美
術
」
の
先
例
で
あ
り
、
そ
の
曙
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
ォ
ー

ル
に
と
っ
て
の
「
先
史
美
術
」
の
位
置
づ
け
は
、「
未
開
芸
術
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。「
一
万
五
千
年
前
、
こ
の
地
〔
ガ
リ
ア
の
地
〕

に
は
、
文
明
化
さ
れ
た
社
会
が
生
き
て
い
た
」（A

A
, 23

）
の
で
あ
る
。『
古
代
美
術
』
の
内
に
、「
エ
ジ
プ
ト
美
術
」「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
」「
ギ

リ
シ
ャ
美
術
」
と
並
ん
で
「
先
史
美
術
」
が
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
西
洋
美
術
の
源
泉
と
し
て
「
先
史
美
術
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、「
未
開
芸
術
」
の
「
未
開
」
と
は
歴
史
軸
に
お
い
て
、「
古
代
」
で
も
な
く
、「
古
代
以
前
」
の
「
先
史
」
時
代
で
も

な
い
区
分
へ
と
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

他
方
で
、
宗
教
制
度
に
基
づ
く
「
全
員
一
致
の
」「
集
団
的
」
社
会
た
る
「
中
世
」
像
と
い
う
紋
切
り
型
が
、「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
」
な
社
会
表
象
と

結
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
思
想
史
的
背
景
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ル
の
古
代
美
術
礼
賛
と
は
別
に
、
彼
が
「
異
国
の
美
術
」
と
「
中
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世
」
と
を
接
合
さ
せ
た
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
民
族
誌
的
・
人
類
学
的
知
の
存
在
が
考

え
ら
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
『
未
開
社
会
の
思
惟
』（
一
九
一
〇
年
）、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』（
一
九
一
二
年
）
が
『
中

世
美
術
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
発
表
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、〈prim

itif

〉
で
あ
る
こ
と
と
、「
集
団
性
」
は
容
易
に
接
合
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
た
（
９
）
。
ま
た
、
民
族
誌
的
・
人
類
学
的
知
を
活
用
し
た
グ
ロ
ッ
セ
に
よ
る
『
芸
術
の
始
源
』（
一
八
九
四
年
）
を
は
じ
め
、
芸
術
の
誕
生
と

発
展
と
が
、
原
初
的
社
会
に
お
け
る
集
団
性
か
ら
社
会
発
生
的
に
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
思
想
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、「
未
開
社
会
」
と
「
集
団

性
」
と
の
関
係
性
が
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
類
推
さ
れ
る
（
10
）
。 

で
は
、「
中
世
」
の
特
徴
で
あ
る
「
全
員
一
致
の
」「
集
団
的
」
社
会
に
未
だ
留
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
「
未
開
」
の
地
域
に
お
け
る
芸
術
を
、
フ

ォ
ー
ル
が
実
際
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
。
本
論
の
主
眼
で
あ
る
、
フ
ォ
ー
ル
の
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
観
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
ア

フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
前
コ
ロ
ン
ブ
ス
期
ア
メ
リ
カ
の
美
術
に
充
て
ら
れ
た
「
熱
帯
地
方
」
の
章
（
11
）

を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

一
・
二 

「
熱
帯
地
方
」 

フ
ォ
ー
ル
は
ま
ず
、「
民
衆
芸
術
」（l’art populaire
）
を
取
り
上
げ
る
。「
民
衆
芸
術
」
は
各
地
域
、
各
民
族
の
民
衆
の
魂
が
現
れ
出
た
も
の
と
さ

れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
秀
で
た
芸
術
の
流
派
を
模
倣
す
る
こ
と
で
、
徐
々
に
そ
の
独
自
性
が
消
失
し
つ
つ
あ
る
。
フ
ォ
ー
ル
に
と

っ
て
流
派
の
出
現
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
「
民
衆
芸
術
」
が
体
現
し
て
い
た
「
民
衆
の
魂
」
が
何
で
あ

っ
た
の
か
、
か
つ
て
民
衆
の
う
ち
に
あ
っ
た
が
、
も
は
や
消
失
し
て
し
ま
っ
た
創
造
活
動
の
根
源
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
関
心
の
中

で
、「
民
衆
芸
術
」
及
び
そ
の
前
段
階
た
る
「
未
開
芸
術
」
（un art prim

itif
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（A

M
, 154

）。
そ
こ
で
、
今
も
な
お
「
未

開
の
」（「
原
初
的
」）
状
態
に
あ
る
人
々
の
も
と
に
目
を
転
ず
る
必
要
が
語
ら
れ
る
。
人
類
の
創
造
活
動
と
い
う
普
遍
的
理
念
の
も
と
、
フ
ォ
ー
ル
は

失
わ
れ
た
民
衆
の
魂
を
「
熱
帯
地
方
」
の
芸
術
の
内
部
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。 

フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
熱
帯
地
域
に
居
住
を
構
え
る
民
族
は
、
砂
漠
や
森
林
、
山
地
、
氷
、
大
河
に
よ
っ
て
他
の
地
域
と
分
断
さ
れ
、
交
流
が
途
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絶
え
て
い
る
た
め
、
太
古
の
政
治
的
・
社
会
的
状
態
が
保
持
さ
れ
て
い
る
（A

M
, 156

）。
地
理
的
な
要
因
に
よ
る
文
化
の
停
滞
は
、
特
に
ア
フ
リ
カ

や
オ
セ
ア
ニ
ア
に
居
住
す
る
「
黒
人
」
一
般
へ
と
敷
衍
さ
れ
適
応
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
黒
人
は
「
言
語
形
成
へ
と
達
す
る
人
間
の
基
本

的
本
能
」
を
よ
う
や
く
超
え
出
た
能
力
は
有
す
る
も
の
の
、
や
は
り
「
衝
動
に
駆
ら
れ
た
子
供
で
あ
り
、
無
邪
気
な
ほ
ど
に
善
良
か
つ
残
虐
で
あ
り
、

彼
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
直
接
的
な
感
覚
か
ら
生
じ
る
も
の
」
と
な
る
（A

M
, 155

）。 

続
い
て
フ
ォ
ー
ル
は
、
ア
フ
リ
カ
美
術
の
特
性
と
し
て
非
理
性
的
な
も
の
を
見
出
し
て
い
る
。「
一
般
的
に
、
黒
人
の
芸
術
の
う
ち
に
、
未
だ
非
理

性
的
で
リ
ズ
ム
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の

も
初
歩
的
な
要
求
に
の
み
従
う
よ
う
な
感
情
以
外
の
も
の
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
」
（A

M
, 158

）。
フ
ォ

ー
ル
は
こ
の
「
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
と
い
う
特
徴
に
、
ア
フ
リ
カ
系
黒
人
の
「
未
開
性
」
を
見
出
し
て
い
る
（
12
）
。
黒
人
彫
刻
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

「
ぎ
こ
ち
な
く
粗
野
な
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」（une sym

étrie gauche et fruste

）
は
「
統
合
」（synthèse

）
に
対
す
る
絶
対
的
な
欲
求
に
由
来
す
る
も
の

と
は
い
え
、
こ
の
「
統
合
」
は
経
験
に
続
く
も
の
で
は
な
く
、
経
験
に
先
立
つ
ゆ
え
に
、
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
見
な

し
て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
経
験
と
は
、
彫
刻
が
生
み
出
さ
れ
た
文
化
に
お
け
る
社
会
的
・
宗
教
的
建
造
物
な
ど
の
力
強
い
建
築
物
の
出
現
に
基

づ
く
社
会
的
・
集
団
的
経
験
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
を
統
合
す
る
大
建
造
物
を
社
会
全
体
が
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彫
刻
に
お
け
る
「
統
合
」

へ
の
意
志
が
秀
で
た
「
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
と
し
て
表
出
し
て
く
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
よ
り
も
劣

っ
た
も
の
と
し
て
黒
人
彫
刻
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

こ
の
時
期
の
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
美
術
と
は
現
代
に
お
け
る
過
去
の
証
人
で
あ
り
、
過
去
の
美
的
欲
求
の
痕
跡
を
残
す
も
の
と
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
「
黒
人
」
と
い
う
人
種
的
性
質
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
地
理
的
断
絶
に
よ
る
文
化
交
流
の
不
在
と
、
そ
れ
に
よ
る
文
化
の
停

滞
に
原
因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
理
的
な
断
絶
と
文
化
の
「
未
開
性
」
と
の
繋
が
り
は
、
続
く
オ
セ
ア
ニ
ア
地
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
顕

著
で
あ
る
。 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
方
の
美
術
も
ま
た
、
広
大
な
海
と
島
々
の
点
在
に
よ
る
人
々
の
交
流
が
途
絶
え
た
結
果
、
そ
の
美
術
様
式
が
停
滞
し
て
い
る
と
説

明
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
特
徴
は
、
色
彩
に
富
ん
だ
そ
の
自
然
に
あ
る
と
さ
れ
る
。「
香
り
」「
果
実
」「
花
々
」
色
彩
に
富
む
「
鳥
」
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や
「
石
」
に
取
り
囲
ま
れ
た
自
然
が
織
り
成
す
環
境
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
を
生
ま
れ
な
が
ら
の
芸
術
家
へ
と
変
え
る
の
で
あ
る
。

「
そ
こ
〔
驚
異
的
な
自
然
〕
に
住
む
額
の
長
い
美
し
き
民
族
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
芸
術
家
で
あ
り
、
戸
外
で
潮
風
の
た
だ
中
に
、
華
麗
な
形
態
と
色

彩
の
荒
々
し
い
饗
宴
の
中
で
生
き
て
い
る
。
こ
の
民
族
は
調
和
的
な
言
語
を
話
し
、
踊
り
と
戦
争
と
音
楽
を
愛
し
、
花
の
王
冠
や
花
飾
り
を
編
み
、

泉
と
太
陽
へ
の
愛
に
身
を
委
ね
て
い
る
」
（A

M
, 164

）。
こ
う
し
て
、
地
理
的
環
境
か
ら
の
影
響
が
オ
セ
ア
ニ
ア
美
術
の
「
装
飾
」
等
に
如
実
に
表

れ
る
こ
と
と
な
る
。 

ア
フ
リ
カ
、
オ
セ
ア
ニ
ア
を
め
ぐ
る
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
熱
帯
地
方
」
の
芸
術
の
「
未
開
性
」
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
人
的
交

流
を
拒
む
よ
う
な
地
理
的
断
絶
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、地
理
的
環
境
が
芸
術
の
性
格
を
左
右
す
る
第
一
の
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
芸
術
が
言
及
さ
れ
る
際
に
人
種
的
要
因
そ
の
も
の
が
前
景
化
す
る
こ
と
は
な
い
。 

芸
術
に
も
た
ら
さ
れ
る
地
理
的
要
因
の
影
響
と
い
う
フ
ォ
ー
ル
の
観
点
は
、「
熱
帯
地
方
」
と
い
う
章
立
て
そ
の
も
の
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
後
に

こ
の
種
の
議
論
が
、
テ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
環
境
」（m

ilieu

）
概
念
へ
と
接
続
し
再
考
さ
れ
る
一
方
で
、
人
種
的
要
因
に
よ
る
芸
術
制
作

へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
箇
所
が
フ
ォ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
中
に
増
え
て
く
る
。
そ
れ
は
特
に
黒
人
芸
術
を
め
ぐ
る
分
析
の
中
で
如
実
に
表
れ
て
く
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
際
、
人
種
論
の
理
論
家
と
し
て
フ
ォ
ー
ル
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
る
の
が
、
一
九
世
紀
の
小
説
家
・
劇
作
家
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ド
・

ゴ
ビ
ノ
ー
（
一
八
一
六
―
一
八
八
二
）
で
あ
る
（
13
）
。
ゴ
ビ
ノ
ー
は
、
自
ら
の
人
種
論
の
中
で
、
人
種
と
芸
術
と
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
た
の
か
。

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
の
援
用
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 
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二 

ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
理
論
に
お
け
る
芸
術 

 
「
人
種
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
父
（
14
）
」
と
も
呼
ば
れ
た
悪
名
高
き
ゴ
ビ
ノ
ー
で
は
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
彼
の
理
論
の
援
用
、
特
に
ア
ー
リ

ア
人
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
ゴ
ビ
ノ
ー
理
論
の
悪
用
、
歪
曲
で
あ
る
と
し
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
主
義
論
の
再
検
討
が
進
め

ら
れ
て
き
て
い
る
（
15
）
。
一
般
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
理
論
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ド
イ
ツ
、
特
に
ナ
チ
ス
に
お
い
て
注
目
を
集
め

た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
16
）
。
特
に
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー

グ
ル
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
、
彼
の
名
は
フ
ォ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
度
々
登
場
し
て
い
る
（
17
）
。
で
は
、
死
後
半
世
紀
も
経
た
な
い
時
期
に
、「
ア

ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
が
も
て
は
や
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
、
ゴ
ビ
ノ
ー
は
ど
の
よ
う
な
形
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
迫
る
た

め
に
、
ま
ず
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
人
種
理
論
が
展
開
さ
れ
た
著
作
『
人
種
不
平
等
論
』（L’essai sur l’inégalité des races hum

aines

）（1853-1855

）

を
考
察
す
る
。
も
っ
と
も
、
浩
瀚
な
こ
の
書
物
を
逐
一
要
約
し
て
い
く
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
第
一
部
で
語
ら
れ
る
理
論
的
枠
組
み

を
中
心
に
検
討
し
、
特
に
、
文
明
生
成
と
「
混
血
」
を
め
ぐ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
を
概
観
し
た
上
で
、
芸
術
創
造
と
人
種
と
の
関
係
性
を
中
心
に
分

析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

二
・
一 

「
混
血
」
と
文
明 

ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
人
種
論
は
、
人
種
の
存
在
と
そ
れ
を
根
拠
付
け
る
「
科
学
的
」
人
種
不
平
等
論
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
彼
の
人
種
論
を

構
成
す
る
人
種
区
分
は
キ
ュ
ビ
エ
ら
の
そ
れ
に
基
づ
き
、
黒
色
人
種
、
白
色
人
種
、
黄
色
人
種
か
ら
な
っ
て
い
る
（
18
）
。
そ
の
一
方
で
、
彼
の
議
論

を
支
え
る
根
本
的
な
関
心
が
歴
史
上
の
諸
文
明
の
衰
退
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
文
明
の
衰
退

は
、
人
種
間
の
「
混
血
」（m

étissage/m
élange

）
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
退
化
」（dégénération

）
が
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
退
化
」
と
は
、
各
人

種
が
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
た
固
有
の
人
種
的
特
徴
が
、「
混
血
」
を
通
し
て
徐
々
に
そ
の
特
徴
を
失
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
（
19
）
。
そ
れ
は
、
別
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様
に
言
う
な
ら
ば
、
他
の
二
つ
の
人
種
に
比
し
て
秀
で
て
い
た
白
人
種
の
特
徴
が
徐
々
に
減
退
し
て
い
く
作
用
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

「
諸
民
族
は
た
だ
、
そ
れ
が
被
っ
た
混
血
の
結
果
に
応
じ
て
、
そ
し
て
混
血
の
割
合
に
応
じ
て
、
そ
し
て
混
血
の
質
の
程
度
に
お
い
て
の
み
退
化
す

る
の
で
あ
る
」
（G

obineau, 345

）。 

こ
う
し
た
「
混
血
」
に
よ
る
「
退
化
」
と
は
逆
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
文
明
論
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
は
人
種
間
の
「
混
血
」
に
よ
っ
て
生
じ
て

い
た
と
さ
れ
る
。
ゴ
ビ
ノ
ー
の
論
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
文
明
が
生
じ
る
際
の
「
混
血
」
は
、「
男
性
的
」
黄
色
人
種
と
「
女
性
的
」
黒
人
の
両
特

質
と
の
均
衡
に
お
い
て
生
ず
る
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
男
性
的
」
黄
色
人
種
と
「
女
性
的
」
黒
人
と
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
優
勢
や
両

者
の
均
衡
に
お
い
て
は
何
も
優
れ
た
も
の
は
生
じ
な
い
。
ど
ち
か
ら
一
方
に
与
し
な
が
ら
も
両
者
を
備
え
て
い
る
状
態
こ
そ
が
優
れ
た
状
態
へ
と
、

つ
ま
り
「
文
明
」
に
至
る
と
さ
れ
る
。「
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
〔
男
性
的
黄
色
人
種
の
特
質
と
女
性
的
黒
人
の
特
質
〕
の
一
方
を
十
分
備
え
つ
つ
、
他

方
の
要
素
を
全
く
備
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
人
種
の
内
で
の
み
、
社
会
状
態
は
文
化
の
満
足
の
い
く
段
階
へ
と
、
つ
ま
り
文
明
へ
と
到

達
し
う
る
の
で
あ
る
」（G

obineau, 222

）。
世
界
史
に
現
れ
た
諸
文
明
間
の
差
異
は
、
二
つ
の
要
素
の
可
変
的
な
均
衡
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
均
衡
状
態
に
お
け
る
各
要
素
の
偏
差
、
す
な
わ
ち
「
混
血
」
の
度
合
い
に
従
っ
て
文
明
の
性
格
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
白
人
の
位
置
付
け
が
問
題
と
な
ろ
う
。
黄
色
人
種
的
な
要
素
と
黒
人
的
要
素
の
均
衡
に
お
い
て
文
明
が
生
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
白
人

的
要
素
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
介
在
す
る
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
文
明
伝
達
の
観
念
」
は
「
黄
色
人

種
と
黒
人
に
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
」
、
白
人
に
の
み
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
（G

obineau, 342

）、「
人
類
の
偉
大
な
諸
文
明
」
が
「
全
て
白
人
種
に

よ
る
主
導
か
ら
誕
生
し
て
い
る
」（G

obineau, 346

）。
つ
ま
り
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
白
人
と
は
、
既
に
黄
色
人
種
的
要
素
と
黒
人
的
要
素
を
備
え
、

「
少
な
く
と
も
観
念
の
上
で
は
混
血
（
20
）
」
状
態
に
あ
る
存
在
で
あ
り
つ
つ
も
、
文
明
伝
播
の
才
を
唯
一
有
し
た
人
種
と
し
て
、
世
界
各
地
で
更
な

る
「
混
血
」
を
通
じ
文
明
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。 

ゴ
ビ
ノ
ー
に
お
け
る
「
混
血
」
の
概
念
を
黒
人
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ゴ
ビ
ノ
ー
は
「
混
血
」
に
対
し
て
両
義
的
な

価
値
を
付
与
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、「
混
血
」
な
く
し
て
は
文
明
が
誕
生
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
ゴ
ビ
ノ
ー
の
言
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葉
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。「
こ
の
よ
う
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ね
に
混
血
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
偉
大
な
諸
社
会
、
強
力
な
諸
文
明
に
よ
る
も
っ

と
も
明
瞭
な
、
も
っ
と
も
確
か
な
、
も
っ
と
も
長
続
き
す
る
活
動
（oeuvre

）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
社
会
、
文
明
よ
り
も
確
実
に
生
き
残
る
よ
う
な

活
動
で
あ
る
」（G

obineau, 1159

）。
む
し
ろ
「
混
血
」
を
忌
避
し
、
自
ら
の
人
種
の
内
に
未
だ
閉
鎖
し
て
い
る
の
は
、
一
部
の
黒
人
部
族
の
側
で
あ

り
、
彼
ら
は
い
わ
ば
動
物
状
態
の
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
と
ゴ
ビ
ノ
ー
は
非
難
す
る
（G

obineau, 164-165

）（
21
）
。 

他
方
で
、や
は
り
か
つ
て
の
白
人
的
特
質
で
あ
る
理
性
や
道
徳
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
き
た
諸
制
度
が
、「
混
血
」を
通
し
て
徐
々
に
衰
退
し
て
き
た
。

ゴ
ビ
ノ
ー
の
説
明
に
従
っ
て
、
白
人
と
黒
人
と
の
「
混
血
」
状
態
に
あ
る
文
明
に
お
け
る
諸
文
化
の
変
化
を
辿
る
と
、
宗
教
生
活
は
、
か
つ
て
の
白

人
的
な
健
全
か
つ
純
朴
な
信
仰
に
代
わ
っ
て
、
黒
人
社
会
に
特
有
の
迷
信
や
偶
像
崇
拝
の
要
素
が
介
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
都
市
と
商
業
に
関

し
て
い
え
ば
、
白
人
の
牧
歌
的
な
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
奢
侈
と
豪
華
さ
を
求
め
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
に
あ
わ
せ
て
道
徳
上
の
退
廃

が
進
む
な
ど
、
多
く
の
面
に
お
い
て
文
化
は
衰
退
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
る
。 

し
か
し
、
劣
っ
た
と
さ
れ
る
黒
人
的
特
質
の
中
で
も
、
白
人
と
の
「
混
血
」
を
通
し
て
そ
の
特
質
が
有
効
な
形
で
作
用
し
た
も
の
が
あ
る
と
ゴ
ビ

ノ
ー
は
考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
、
黒
人
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
た
豊
富
な
「
想
像
力
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
豊
富
な
想
像
力
は
、
白
人
と
の
「
混

血
」
を
通
し
て
芸
術
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
芸
術
の
誕
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て
黒
人
的
想
像
力
と
い
う
要
素
か
ら
誕

生
し
え
た
の
か
。 

 

二
・
二 

芸
術
と
そ
の
起
源 

ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
芸
術
に
関
す
る
議
論
は
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
と
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
に
関
す
る
章
に
お
い
て
重
点
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ゴ
ビ
ノ

ー
に
よ
れ
ば
、
西
洋
人
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
古
代
文
明
は
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
両
文
明
に
凝
縮
し
て
お
り
、
両
文
明
に
は
特
徴
的
な
類
似
点
が

見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
両
文
明
に
お
い
て
多
く
の
芸
術
作
品
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
（
22
）
。
も
っ
と
も
、
詩
に
関
し
て
い
え
ば
「
粗

暴
」
で
、「
精
神
を
呼
び
起
こ
し
、
理
想
的
世
界
の
中
へ
と
精
神
を
連
れ
て
行
く
」
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
、
絵
画
や
彫
刻
に
対
し
て
も
、「
感
覚
に
対
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し
て
非
常
に
自
由
で
、
反
省
に
対
し
て
は
非
常
に
害
の
あ
る
こ
う
し
た
文
学
」
と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い
る
（G

obineau, 468

）
と
述
べ
て
い
る
。

ゴ
ビ
ノ
ー
は
、
両
文
明
に
お
け
る
芸
術
は
、
人
々
の
過
剰
な
ま
で
の
気
質
が
そ
の
根
本
に
あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。「
こ
う
し
た
過
剰
な
ま
で
の
気
質
（dispositions excessives

）
は
、
芸
術
に
対
し
て
好
都
合
あ
る
と
同
時
に
、
有
害
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
好
都

合
で
あ
る
の
は
、
マ
ッ
ス
に
対
す
る
共
感
と
興
奮
が
な
け
れ
ば
あ
る
べ
き
創
造
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。〔
他
方
で
、〕
そ
う
し
た
気
質
は
霊
感
を
害
し
、

損
な
わ
せ
、
殺
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
過
剰
な
気
質
は
荒
々
し
す
ぎ
る
酩
酊
の
内
に
霊
感
を
錯
乱
さ
せ
、
霊
感
を
美
の
探
究
か
ら
、
つ
ま
り

形
態
の
巨
大
さ
や
色
彩
の
魔
術
の
外
部
で
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
越
え
出
た
と
こ
ろ
で
追
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
抽
象
で
あ
る
美
の
探
究
か
ら
遠
ざ
け
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
（G

obineau, 469-470

）。 

こ
の
「
過
剰
な
ま
で
の
気
質
」
は
、
両
文
明
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
特
質
と
し
て
、「
理
性
に
対
す
る
想
像
力
（im

agination

）」
、「
精
神
主

義
に
対
す
る
感
覚
的
欲
望
（sensualité
）」
の
優
越
（G

obineau, 472

）、「
感
覚
的
欲
望
の
反
映
」（reflet de la sensualité

） 

（G
obineau, 473

）
と
、

ゴ
ビ
ノ
ー
は
言
い
換
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
想
像
力
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
は
、
社
会
的
・
政
治
的
な
制
度
に
と
っ
て
害
と
な
る
。「
そ
れ
〔
エ

ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
の
芸
術
の
力
〕
は
、
他
の
至
る
所
で
は
良
心
が
そ
れ
に
課
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
境
界
に
達
し
越
え
出
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
り
、
危
険
な
ほ
ど
の
支
離
滅
裂
さ
の
中
で
は
さ
ら
に
神
学
的
・
道
徳
的
・
政
治
的
・
社
会
的
領
野
を
も
侵
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（G

obineau, 

472

）。
こ
の
こ
と
は
他
の
時
代
、
他
の
地
域
の
文
明
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ア
ッ
シ
リ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ゴ
ビ
ノ

ー
は
付
言
す
る
。 

で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
た
の
か
。
ゴ
ビ
ノ
ー
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
ギ
リ
シ
ャ
人
と
見
識
あ
る
管
轄
の
判
事
」

に
従
え
ば
、「
昂
揚
と
熱
狂
が
諸
芸
術
の
特
性
の
命
」
で
あ
り
、
こ
の
特
性
が
「
狂
気
と
接
し
て
い
る
」
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

そ
の
創
造
的
源
泉
は
「
構
成
的
か
つ
思
慮
深
い
感
覚
」
を
有
す
る
白
人
の
内
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ

ア
文
明
に
お
け
る
白
人
の
働
き
は
、
理
性
に
よ
っ
て
構
築
的
か
つ
規
則
的
な
法
体
系
を
作
り
出
し
た
点
に
、
そ
し
て
理
性
的
な
文
明
を
有
色
人
種
に

伝
播
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
昂
揚
と
熱
狂
」
が
白
人
的
特
質
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
明
白
で
あ
っ
た
か
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ら
だ
。
そ
こ
で
、「
昂
揚
と
熱
狂
」
と
い
う
性
質
は
白
人
と
は
別
の
存
在
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
23
）
。「
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
全
く
厳
密
な
結
論

が
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
諸
芸
術
が
湧
き
出
る
源
泉
は
〔
白
人
的
な
〕
文
明
伝
播
の
本
能
と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
〔
諸
芸
術
が
湧
き

出
る
源
泉
〕
は
黒
人
の
血
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
想
像
力
の
普
遍
的
力
、
そ
れ
が
初
期
の
諸
文
明
を
発
展
さ
せ
満
た
し
て
い
る
の
を
我
々
は
見
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
黒
人
的
原
理
に
よ
る
常
時
増
大
し
て
い
る
影
響
に
他
な
ら
な
い
」
（G

obineau, 472-473

）。 

ゴ
ビ
ノ
ー
は
、
白
人
的
「
理
性
」
と
対
置
さ
せ
る
形
で
、「
昂
揚
と
熱
狂
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
「
想
像
力
」
を
黒
人
的
特
性
と
み
な
し
た
。
当
然
、

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
想
像
力
」
の
評
価
は
必
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
ゴ
ビ
ノ
ー
は
、
芸
術
創
造
の
端
を
黒
人
と
白
人
と
の
接
触

の
内
に
見
出
し
、
黒
人
に
一
定
の
評
価
を
下
す
と
は
い
え
、
そ
れ
以
上
の
欠
点
を
黒
人
的
特
質
に
見
出
し
、
結
果
と
し
て
芸
術
の
起
源
が
求
め
ら
れ

た
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
は
、
芸
術
の
起
源
で
あ
る
こ
と
以
上
の
価
値
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
不
運
な
こ
と
に
黒
人
的
原
理
は

あ
ま
り
に
強
く
、
優
位
に
立
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」（G

obineau, 477

）
と
述
べ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
が
達
し
た
と
思
わ
れ

る
芸
術
上
の

盛
期
は
、
黒
人
の
人
口
に
占
め
る
割
合
が
増
え
る
の
に
応
じ
、
極
め
て
短
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
芸
術
に
真
の
勝
利
を
保
証

す
る
」
た
め
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
以
上
に
人
口
に
占
め
る
白
人
の
割
合
が
多
く
な
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
は
古
代
ギ
リ
シ

ャ
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
ゴ
ビ
ノ
ー
は
記
し
芸
術
に
関
す
る
議
論
を
終
え
て
い
る
（G

obineau, 478

）。 

ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
、
黒
人
・
白
人
・
黄
色
人
種
の
三
分
類
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当
て
ら
れ
る
人
種
的
特
性
は
、
必
ず
し
も
ゴ
ビ
ノ
ー
独
自
の
も

の
で
は
な
く
、
広
く
十
九
世
紀
に
お
け
る
人
種
理
論
に
お
い
て
浸
透
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
Ａ
・
コ
ン
ト
も
ま
た
、
こ
の
三
つ
の
分
類
に
合
わ
せ
た

形
で
、
白
人
に
は
知
性
の
原
理
を
、
黄
色
人
種
に
は
活
動
の
原
理
を
、
黒
人
に
は
感
受
性
（
感
情
）
の
原
理
を
割
り
当
て
た
。
十
九
世
紀
に
お
い
て

は
未
だ
黒
人
表
象
と
「
未
開
人
」
の
表
象
は
同
義
で
あ
り
、
両
者
は
半
ば
動
物
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
、「
本
能
」
や
「
衝
動
」
と
い
っ
た
要
素
が

し
ば
し
ば
付
加
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
黒
人
に
「
感
覚
的
欲
望
」、「
昂
揚
と
熱
狂
」、
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
義
の
意
味
で

用
い
ら
れ
た
「
想
像
力
」
を
与
え
た
の
は
必
ず
し
も
特
異
な
事
柄
で
は
な
い
。 

む
し
ろ
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
論
の
特
徴
は
、「
混
血
」
を
通
し
て
「
あ
る
べ
き
芸
術
」（G

obineau, 476

）
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。「
混
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血
」
が
な
け
れ
ば
文
明
が
現
れ
な
い
以
上
、「
混
血
」
な
し
に
芸
術
は
誕
生
し
え
な
い
。
い
わ
ば
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
決
定
論
的
人
種
理
論
の
内
部
に
お
い

て
芸
術
と
は
、
白
人
と
の
「
混
血
」
を
通
し
て
、「
黒
人
的
原
理
」
が
結
実
す
る
こ
と
で
生
じ
、「
黒
人
的
原
理
」
ゆ
え
に
衰
退
し
て
い
っ
た
も
の
と

し
て
語
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
の
芸
術
起
源
は
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
期
に
お
け
る
黒
人
と
白
人
と
の
歴
史
的
な
「
混

血
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
誕
生
は
同
時
に
、
か
つ
必
然
的
に
衰
退
を
も
包
含
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

で
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
人
種
と
芸
術
創
造
の
理
論
が
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
流
行
の
同
時
代
に
、
そ
し
て
そ
の

時
代
に
自
ら
の
美
術
史
観
を
世
に
問
う
た
Ｅ
・
フ
ォ
ー
ル
に
如
何
な
る
影
を
落
と
し
て
い
た
の
か
。 

 

三 

一
九
二
〇
年
代
以
降
の
フ
ォ
ー
ル
と
黒
人
芸
術 

  

四
巻
本
か
ら
な
る
既
刊
の
『
美
術
史
』
を
総
合
的
視
点
か
ら
捉
え
な
お
し
た
フ
ォ
ー
ル
の
代
表
作
『
形
態
の
精
神
』
が
一
九
二
七
年
に
公
刊
さ
れ

る
。
一
九
一
一
年
の
時
点
と
は
異
な
り
、
す
で
に
〈art nègre

〉（
24
）

と
い
う
語
も
市
民
権
を
得
始
め
、
広
く
議
論
の
対
象
の
対
象
と
な
り
始
め
た
一

九
二
〇
年
代
以
降
、
彼
の
論
考
に
お
け
る
黒
人
芸
術
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『
形
態
の
精
神
』
の
第
三

章
「
様
々
な
刻
印
」
と
、
一
九
二
九
年
発
表
の
『
三
滴
の
血
』
を
考
察
の
対
象
と
し
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
人
種
主
義
的
芸
術
論
が
フ
ォ
ー
ル
の
う
ち

で
摂
取
さ
れ
て
い
く
過
程
を
辿
り
た
い
。 

 

三
・
一 

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ゴ
ビ
ニ
ズ
ム
の
継
承
と
、
そ
の
発
展 

一
九
一
一
年
の
時
点
に
お
い
て
、「
熱
帯
地
方
」
の
芸
術
は
、
地
理
的
要
因
が
備
え
る
他
文
化
と
の
断
絶
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
未
開
性
を
体
現
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
一
節
で
確
認
し
た
。
他
方
で
、『
中
世
美
術
』
第
三
版
（
一
九
二
四
年
）
の
序
の
中
で
フ
ォ
ー
ル
は
、「
熱
帯
地
方
」
で
考

察
さ
れ
た
芸
術
を
〈art nègre

〉
と
い
う
語
で
言
い
換
え
て
い
る
（A

M
, 3

e, X
X

）（
25
）

こ
と
を
見
て
も
、
当
時
の
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
流
行
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は
フ
ォ
ー
ル
の
目
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。「
ア
フ
リ
カ
芸
術
」
や
「
オ
セ
ア
ニ
ア
芸
術
」
と
い
う
表
現
以
上
に
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
（
黒
人
芸

術
）」
と
い
う
用
語
が
隆
盛
と
な
る
に
従
い
、
か
つ
て
『
中
世
美
術
』
で
試
み
た
地
域
別
の
芸
術
分
類
や
地
理
的
・
気
候
的
要
因
に
よ
る
芸
術
制
作
へ

の
影
響
と
同
程
度
に
、「
人
種
」
的
要
因
に
よ
る
芸
術
分
析
が
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
（
26
）
。
実
際
、『
形

態
の
精
神
』
及
び
『
三
滴
の
血
』
の
中
で
フ
ォ
ー
ル
は
、
芸
術
創
造
の
原
理
と
し
て
明
確
に
人
種
的
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の

が
ゴ
ビ
ノ
ー
の
議
論
で
あ
る
。『
中
世
美
術
』
に
お
い
て
語
ら
れ
な
か
っ
た
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
は
、
二
十
年
代
以
降
頻
繁
に
フ
ォ
ー
ル
の
議
論
に
現
れ
て

く
る
こ
と
と
な
る
（
27
）
。 

フ
ォ
ー
ル
は
人
種
の
三
分
法
の
論
拠
を
、
伝
統
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
、
そ
し
て
ゴ
ビ
ノ
ー
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
三
分
法
と
は
、「
享
楽
的
か
つ

衝
動
的
で
、
リ
ズ
ム
と
色
彩
に
陶
酔
す
る
黒
人
種
、
卑
俗
で
安
楽
と
ま
ど
ろ
む
夢
想
と
に
と
ら
わ
れ
た
黄
色
人
種
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
戦
争
を
好

み
、
命
令
と
支
配
の
た
め
に
生
を
享
け
た
白
人
種
」
と
い
う
三
分
法
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
人
が
土
壁
を
「
凝
固
し
た
よ
う
な
血
」
で
も
っ
て
染
め
上

げ
た
り
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
が
色
と
り
ど
り
の
彩
色
で
も
っ
て
渦
巻
き
模
様
を
描
い
た
り
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
「
官
能
的
性
格
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い

誘
惑
」
ゆ
え
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
人
が
表
現
す
る
音
や
形
態
や
色
彩
は
、「
心
臓
の
鼓
動
の
よ
う
に
抑
え
が
た
い
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
」
な
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
（EF, 84-85

）。 

フ
ォ
ー
ル
は
ま
た
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
「
混
血
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
三
人
種
の
各
特
質
が
十
全
た
る
形
で
表
れ
出
る
の
は
別
の

血
と
の
「
接
触
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
説
明
す
る
。「
白
人
は
秩
序
を
も
た
ら
し
、
黄
色
人
種
は
実
利
的
な
精
神
を
、
黒
人
は
叙
情
を
も

た
ら
す
」
の
で
あ
る
が
、「
こ
う
し
た
主
要
な
才
の
い
ず
れ
も
が
、
他
の
も
の
と
の
接
触
な
し
に
そ
の
十
全
た
る
開
花
に
達
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
」
（TG, 369

）。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
接
触
に
は
「
害
を
な
す
よ
う
な
偶
然
事
、
過
多
、
欠
乏
」
が
つ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、「
混
血
」

が
文
明
へ
と
い
た
る
に
は
程
よ
い
均
衡
が
必
要
と
な
る
。「
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。「
文
明
」
と
い
う
観
念
が
、
そ
の
普
遍
的
で
あ
る
と
共
に

絶
対
的
な
意
味
の
内
に
我
々
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、原
初
的
な
種
の
間
で
生
じ
た
中
庸
的
な
混
血
の
果
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
を
通
し
て
で
あ
り
、

我
々
は
、
こ
の
混
血
が
我
々
に
そ
の
輪
郭
を
描
き
出
し
て
く
れ
た
形
で
し
か
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
文
明
を
理
解
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
」（TG, 367

）。 
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文
明
の
誕
生
と
発
展
の
契
機
に
三
人
種
の
混
血
を
見
出
し
、
そ
の
均
衡
が
と
れ
た
混
血
状
態
の
内
に
十
全
た
る
個
々
の
才
の
開
花
、
そ
し
て
そ
の

社
会
的
表
れ
と
も
い
え
る
「
文
明
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
フ
ォ
ー
ル
は
、
ほ
ぼ
ゴ
ビ
ノ
ー
の
議
論
に
即
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
フ
ォ
ー
ル
は
ゴ
ビ
ノ
ー
の
論
を
徐
々
に
読
み
替
え
て
い
く
。
特
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
、
文
明
の
誕
生
で
あ
る
と
同
時
に
「
退

化
」
で
も
あ
る
と
と
ら
え
た
両
義
的
な
「
混
血
」
を
、
そ
の
肯
定
的
側
面
の
み
を
残
し
た
形
で
援
用
し
、
自
ら
の
議
論
へ
と
組
み
込
ん
で
い
く
。
そ

こ
に
は
、
彼
自
身
の
進
歩
主
義
的
・
進
化
論
的
文
明
論
へ
の
志
向
が
存
在
し
て
い
る
（
28
）
。
例
え
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
現
在
進
行
し
つ
つ
あ

っ
た
現
実
を
ゴ
ビ
ノ
ー
は
無
視
し
て
い
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
「
崩
壊
の
徴
」（un signe de décom

position

）
で

あ
る
「
黒
人
化
」（m

élanisation
）
と
「
セ
ム
化
」（sém

itisation

）
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
北
ア
メ
リ
カ
に
は
、
か
つ
て
の
エ
ジ
プ
ト
や
ア
ッ
シ
リ

ア
、
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
ン
ド
と
同
様
に
、
新
し
い
「
も
う
一
つ
の
歴
史
的
現
実
」（une autre réalité historique

）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
フ
ォ
ー
ル
の

眼
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
（TG, 372-373
）。
そ
の
意
味
で
、「
混
血
」
と
は
「
退
化
」
へ
と
突
き
進
む
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
「
現
実
」
を
絶
え
ず

作
り
出
す
肯
定
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。「
過
去
に
お
け
る
混
血
が
偉
大
な
る
事
物
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
来
る
べ

き
混
血
を
同
様
に
期
待
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ゴ
ビ
ノ
ー
の
悲
嘆
は
今
日
我
々
に
と
っ
て
は
無
駄
な
も
の
に
見
え
る
」
（TG, 374

）。 

で
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
見
過
ご
し
て
い
た
要
素
と
は
何
で
あ
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
た
の
か
。
そ
れ
は
「
黒
人
化
」
に
対
す
る
過
小
評
価
に
あ
る
と

フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。「
ゴ
ビ
ノ
ー
の
誤
り
は
、
思
う
に
、
至
る
と
こ
ろ
で
常
に
黒
人
の
浸
透
の
害
を
告
発
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
そ

れ
を
証
明
す
る
た
め
に
歴
史
を
改
変
し
た
こ
と
で
あ
る
」（TG, 376
）。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
が
衰
退
し
て
い
っ
た
の
は
、
黒
人
の
侵
入
が
原
因
な
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
白
人
の
血
が
優
勢
な
ス
ラ
ブ
民
族
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、「
と
り
わ
け
幸
福
な
混
血
」
が
「
断
絶
」
し
た
こ
と
を
フ
ォ
ー
ル
は
指
摘
す
る

（TG, 376

）（
29
）
。
そ
れ
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
は
文
明
誕
生
の
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
ア
ー
リ
ア
的
特
質
の
喪
失
と
い
う
両
義
的
価
値
を
備
え
て

い
た
黒
人
と
の
「
混
血
」
を
、
フ
ォ
ー
ル
が
肯
定
的
な
領
域
へ
と
移
し
変
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

で
は
次
に
、
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
の
黒
人
の
性
質
を
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
既
に
、
彼
は
ゴ
ビ
ノ
ー
的
三
分
法
に
拠
っ
て
い
る
と
指

摘
し
た
が
、
フ
ォ
ー
ル
は
黒
人
の
特
質
と
し
て
特
に
「
リ
ズ
ム
」（rythm

e

）（「
律
動
」（cadence
））
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
三
滴
の
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血
』
の
中
の
一
章
が
「
黒
人
的
リ
ズ
ム
の
具
象
化
」
と
題
さ
れ
た
考
察
に
割
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。
全
て
の
人
種
の
中
で
、「

も

純
粋
に
リ
ズ
ム
の
内
的
な
感
覚
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
黒
人
の
内
に
お
い
て
」
で
あ
っ
て
、「
他
の
場
所
で
は
宗
教
的
、
社
会
的
、
道
徳
的
で
あ
る

生
活
全
体
は
、
こ
こ
で
は
リ
ズ
ム
的
で
あ
り
、
排
他
的
な
ほ
ど
リ
ズ
ム
的
な
の
で
あ
る
」（TG, 381

）。
そ
の
た
め
、
西
欧
の
古
典
的
習
慣
か
ら
す
る

と
驚
き
や
憤
慨
を
も
た
ら
す
よ
う
な
「
黒
人
芸
術
」
も
ま
た
、
そ
の
「
図
式
的
な
効
力
」
が
「
律
動
と
リ
ズ
ム
の
本
能
」
か
ら
生
じ
て
い
る
と
さ
れ

る
（TG, 381-382
）。 

一
方
で
、
こ
の
黒
人
的
リ
ズ
ム
の
特
性
は
他
の
人
種
と
の
接
触
に
お
い
て
伝
播
し
て
い
く
。「
黒
人
は
自
ら
の
感
官
を
普
遍
的
律
動
の
陶
酔
的
専
横

へ
と
従
わ
せ
て
い
る
。
黒
人
が
他
の
人
種
と
の
性
的
接
触
へ
と
至
る
や
す
ぐ
に
、
陶
酔
的
専
横
が
炎
の
刃
の
如
く
、
他
の
人
種
の
内
へ
と
直
接
こ
の

律
動
を
差
し
入
れ
る
だ
ろ
う
」（TG, 382

）。
黒
人
と
の
「
性
的
接
触
」
が
「
混
血
」
の
意
味
な
ら
ば
、
黒
人
的
な
陶
酔
的
な
ま
で
の
律
動
の
支
配
は
、

「
混
血
」
を
通
し
て
他
の
人
種
の
中
に
も
流
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

諸
地
域
へ
の
黒
人
の
血
の
流
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
芸
術
に
お
け
る
「
リ
ズ
ム
へ
の
強
迫
観
念
」
を
辿
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
リ
ズ
ム
へ
の
強
迫
観
念
」
な
く
し
て
は
「
平
凡
な
模
倣
や
か
弱
い
叙
情
の
素
質
」
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（TG, 383

）。「
ポ
リ
ネ
シ
ア
と

ア
フ
リ
カ
の
血
」
が

も
流
入
す
る
地
域
は
エ
ジ
プ
ト
や
イ
ン
ド
、
ア
ス
テ
カ
で
あ
り
、
逆
に

も
少
な
い
地
域
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
、
北
ア
メ
リ

カ
（
カ
ナ
ダ
）
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
国
と
は
異
な
り
、「
黒
人
的
本
能
」
を
「
気
高
い
も
の
」
に
し
、「
原
初
的
な
リ
ズ
ム
の
才
」
に
と
っ
て
代
わ
り

「
秩
序
の
知
性
化
さ
れ
た
律
動
」
を
据
え
た
の
が
西
洋
芸
術
と
な
る
（TG, 384

）（
30
）
。
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
様
々
な
地
域
の
芸
術
の
特
性
は
、
そ

こ
に
含
ま
れ
る
黒
人
の
血
の
割
合
に
応
じ
て
定
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
黒
人
的
リ
ズ
ム
の
伝
播
と
そ
の
作
品
へ
の
結
実
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
芸
術
制
作
に
ま
つ
わ
る
外
在
的
要
因
で
あ
る
「
環
境
」
（m

ilieu
）
も
問
題
と
な
る
と
は
い
え
、「
人
種
」
の
問
題
に
限
っ
て
考
え
る

な
ら
ば
、
フ
ォ
ー
ル
と
ゴ
ビ
ノ
ー
と
の
間
の
差
異
が
こ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
。
確
か
に
、
フ
ォ
ー
ル
は
ゴ
ビ
ノ
ー
が
用
い
た
人
種
の
三
分
法
を
用
い
、

「
混
血
」
に
よ
る
文
明
の
創
出
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
誕
生
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
黒
人
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゴ
ビ
ノ
ー

的
な
ペ
シ
ミ
ス
ム
を
乗
り
越
え
、「
進
歩
」
的
歴
史
観
の
下
に
フ
ォ
ー
ル
が
重
要
視
し
た
の
は
「
リ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。

後
に
、
こ
の
「
リ
ズ
ム
」
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に
関
し
て
よ
り
詳
細
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 
三
・
二 

黒
人
と
「
リ
ズ
ム
」
―
―
芸
術
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て 

 

第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
指
摘
し
た
黒
人
の
「
過
剰
な
ま
で
の
気
質
」
は
、「
感
覚
的
快
楽
の
反
映
」
で
も
あ
る
「
想
像
力
」
と

結
び
つ
き
、
芸
術
を
生
み
出
す
要
因
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
・
道
徳
的
制
度
の
堕
落
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
両
義
的
な
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ォ
ー
ル
の
議
論
に
お
い
て
、
芸
術
の
重
要
な
要
素
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
「
リ
ズ
ム
」（「
律
動
」
）
で
あ
る
（
31
）
。
既
に
確

認
し
た
よ
う
に
、「
リ
ズ
ム
へ
の
強
迫
観
念
」
な
く
し
て
は
「
平
凡
な
模
倣
や
か
弱
い
叙
情
の
素
質
」
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「

も
純

粋
に
リ
ズ
ム
の
内
的
な
感
覚
が
維
持
」
さ
れ
て
い
る
黒
人
と
の
「
混
血
」
な
し
に
は
芸
術
の
進
展
も
ま
た
存
在
し
え
な
い
。
こ
こ
に
ゴ
ビ
ノ
ー
と
、

彼
の
議
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
フ
ォ
ー
ル
と
の
差
異
が
存
在
す
る
。
こ
の
差
異
を
検
討
す
る
た
め
に
、
一
九
三
五
年
版
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
事
典
』

に
掲
載
さ
れ
た
項
目
（「
芸
術
の
地
理
的
・
民
族
的
類
似
性
」）
を
手
が
か
り
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

フ
ォ
ー
ル
は
こ
の
項
目
の
中
で
、
諸
地
域
の
芸
術
の
形
態
学
的
一
致
を
試
み
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、「
世
界
と
人
間
が
そ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る

諸
現
象
間
の
調
和
的
関
係
を
外
在
化
さ
せ
て
い
る
」
限
り
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
天
井
画
と
コ
ー
ト
・
ジ
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
仮
面
と
は
、

同
一
の
表
現
に
関
す
る
欲
求
の
下
で
造
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
差
異
は
、
様
々
な
外
在
的
要
因
に
よ
る
影
響
で
あ
っ
て
、
表
現
に
対
す
る
欲
求
の
点

で
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
差
異
は
別
の
形
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
両
者
の
中
で
、
よ
り
真
正
な
芸
術
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
黒
人
の
仮
面
で
あ
ろ
う
。
そ
の
概
観
や
目
的
が
何
で
あ
れ
、
芸
術
作
品
の
発
端
で
あ
る
と
こ
ろ
の
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
に
よ
り
厳
密
に
応
じ

て
い
る
の
が
よ
り
真
正
な
芸
術
作
品
な
の
で
あ
る
」（A

F, 792

）。
芸
術
の
根
源
に
対
し
て
忠
実
に
従
っ
て
い
る
も
の
を
真
正
な
芸
術
作
品
と
す
る
な

ら
ば
、「
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
」
が
よ
り
緊
密
な
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
黒
人
の
仮
面
こ
そ
が
真
正
な
芸
術
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
リ
ズ
ム
と

は
、「
宇
宙
そ
の
も
の
を
特
徴
付
け
る
周
期
的
な
反
復
や
律
動
、
復
活
の
法
則
と
共
通
す
る
」
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
の
原
理
で
あ
り
、「
宇
宙
的
秩

序
」
の
反
映
で
あ
る
（A

F, 792

）。
こ
こ
に
、
芸
術
の
根
源
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ル
の
見
解
が
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
芸
術
作
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品
の
誕
生
は
「
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
」
に
沿
っ
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
周
期
的
な
反
復
や
律
動
、
復
活
の
法
則
」
を
反
映
し
た
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
ゴ
ビ
ノ
ー
が
見
出
し
た
黒
人
の
「
過
剰
な
ま
で
の
気
質
」
あ
る
い
は
「
想
像
力
」
が
問
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
。 

 

も
っ
と
も
、
「
リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
関
心
は
黒
人
に
だ
け
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
フ
ォ
ー
ル
は
「
リ
ズ
ム
」
へ
の
こ
の
関
心
を
「
韻
律
学
」

（rythm
ique

）
と
表
現
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
韻
律
学
が
、
ま
さ
に
動
物
の
内
に
生
じ
る
の
と
同
様
に
、
北
方
民
族
の
遥
か
起
源
の
頃

か
ら
…
自
発
的
に
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
疑
い
得
な
い
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
。〔
そ
れ

は
つ
ま
り
、〕
韻
律
学
が
黒
人
の
内
に
の
み
に
提
示
す
る
妄
執
と
儀
礼
化
と
い
う
特
徴
で
あ
る
」
（A

F, 793

）。
フ
ォ
ー
ル
が
考
え
る
「
韻
律
学
」
は

確
か
に
全
て
の
人
間
集
団
の
内
に
生
じ
る
が
、
特
に
黒
人
の
内
に
認
め
ら
れ
る
「
韻
律
学
」
は
、
単
に
享
楽
的
欲
求
に
沿
う
も
の
で
あ
る
以
上
に
、

「
宗
教
的
・
社
会
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
」
な
の
で
あ
り
、「
生
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
制
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（A

F, 793

）。
し
か
し
、

こ
の
「
韻
律
学
」
は
同
時
に
、
動
物
の
内
に
も
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
生
物
原
理
と
も
い
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と

は
で
き
な
い
。 

「
宇
宙
的
秩
序
」
の
反
映
で
あ
り
か
つ
未
だ
純
粋
な
形
で
黒
人
の
内
に
残
る
も
の
と
さ
れ
た
「
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
」
―
「
韻
律
学
」
は
、
黒
人
の

内
に
特
徴
的
な
形
で
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
動
物
の
内
に
も
認
め
ら
れ
る
生
物
全
般
に
普
遍
的
な
原
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
未
開
状
態
に
留
ま
る
黒
人
と
い
う
表
象
が
介
在
し
て
い
る
。
無
論
、
黒
人
の
未
開
状
態
を
指
摘
す
る
と
い
う
フ
ォ
ー
ル
の
態
度
は
、
ア
フ
リ

カ
や
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
に
関
す
る
限
り
、
既
に
『
中
世
美
術
』
の
う
ち
に
も
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
他
の
地
域
と
の
間
に
存
す
る
地
理
的
困
難

さ
が
も
た
ら
す
文
化
の
停
滞
状
態
を
指
摘
す
る
彼
の
文
章
に
、
こ
う
し
た
事
態
が
表
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
殊
更
特
筆
す
べ
き
点
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
黒
人
の
停
滞
状
態
へ
の
こ
の
指
摘
は
、
黒
人
芸
術
そ
の
も
の
の
停
滞
状
態
へ
と
、
そ
し

て
そ
れ
が
太
古
の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
指
摘
に
ま
で
い
た
っ
て
い
る
。「
黒
人
芸
術
と
メ
ラ
ネ
シ
ア
芸
術
と
は
太
古
の
も
の
の
ご

と
く
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
驚
く
ほ
ど
多
様
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
リ
ズ
ム
に
対
す
る
強
迫
観
念
に
よ
っ
て
時
の
中
で
ほ
と
ん
ど
動
か
な
く
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な
っ
た
か
の
ご
と
く
現
れ
る
」（A

F, 793

）。
黒
人
芸
術
と
は
い
わ
ば
、
太
古
の
芸
術
が
備
え
て
い
た
そ
の
根
源
的
要
素
た
る
「
リ
ズ
ム
」
を
備
え
た

過
去
の
遺
物
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
黒
人
の
未
開
状
態
（
及
び
黒
人
の
「
リ
ズ
ム
に
対
す
る
関
心
」
の
維
持
状
態
）
と
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
黒
人
が
「
リ
ズ
ム
に
対
す
る
関
心
」
を
未
だ
十
全
に
有
す
る
ゆ
え
に
、
真
正
な
芸
術
の
根
本
要
素
で
あ
る
「
リ
ズ
ム
」
が
彼

ら
の
芸
術
の
内
に
宿
る
の
で
あ
る
が
、「
リ
ズ
ム
」
と
「
芸
術
作
品
」
と
の
こ
の
深
い
接
合
関
係
は
同
時
に
黒
人
芸
術
の
古
代
性
・
未
開
性
を
証
明
す

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
黒
人
芸
術
を
「
先
史
美
術
」
と
も
、「
古
代
美
術
」
と
も
、
そ
し
て
「
中
世
美
術
」
と
も
異
な
る
位
相
の
も
の
と
し

て
語
ろ
う
と
す
る
、
フ
ォ
ー
ル
自
身
の
黒
人
芸
術
観
の
変
容
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

結 

ゴ
ビ
ニ
ズ
ム
の
蔓
延 

 

後
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
と
フ
ォ
ー
ル
と
の
差
異
を
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
「
発
見
」
と
い
う
事
象
に
即
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ

の
際
、
両
者
が
黒
人
的
で
あ
る
と
認
め
た
特
質
の
時
間
性
が
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
ろ
う
。
か
つ
て
ゴ
ビ
ノ
ー
が
認
め
た
黒
人
的
「
想
像
力
」

は
、「
過
剰
な
ま
で
の
気
質
」
と
し
て
道
徳
的
・
社
会
的
制
度
の
頽
廃
を
も
た
ら
す
黒
人
の
一
般
的
・
共
時
的
特
質
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
の
「
リ
ズ
ム
」
は
、「
混
血
」
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
失
わ
れ
た
芸
術
の
根
源
と
し
て
描
か
れ
、
過
去
と
現
代
と
い
う
対
比
的

歴
史
軸
を
繋
ぐ
概
念
と
し
て
作
用
し
て
い
る
（
32
）
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ォ
ー
ル
が
黒
人
的
特
質
で
あ
る
と
説
明
し
た
「
リ
ズ
ム
」
概
念
は
、
時
間
軸

を
逃
れ
た
時
間
的
中
立
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
類
史
に
お
け
る
過
去
の
痕
跡
を
つ
け
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

「
黒
人
芸
術
」
の
存
在
を
未
だ
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
、
黒
人
と
芸
術
誕
生
と
の
結
び
つ
き
は
白
人
至
上
主
義
を
成
立
さ
せ

る
た
め
の
論
証
に
必
要
な
仮
定
、
も
し
く
は
理
論
的
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
彼
の
議
論
が
た
と
え
歴
史
的
に
不
正
確
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

黒
人
の
存
在
は
エ
ジ
プ
ト
芸
術
を
創
造
す
る
契
機
を
太
古
の
あ
る
時
期
に
提
供
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、

黒
人
芸
術
な
る
も
の
が
広
く
認
め
ら
れ
始
め
た
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
黒
人
的
特
質
を
有
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
た
芸
術
の
存
在
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は
理
論
的
仮
定
を
超
え
出
た
も
の
へ
と
転
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ゴ
ビ
ノ
ー
が
遭
遇
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
存
在
は
、
一
つ
の
「
現
実
」
と
し

て
「
発
見
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
思
想
の
援
用
は
、
結
果
と
し
て
、
黒
人
芸
術
そ
の
も
の
が
原
初
的
性

格
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
遥
か
古
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
決
定
し
た
と
同
時
に
、
未
だ
文
明
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
能
的
・
原
初
的
リ

ズ
ム
に
従
っ
て
い
る
黒
人
像
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

と
は
い
え
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
ゴ
ビ
ノ
ー
思
想
と
の
関
係
は
フ
ォ
ー
ル
一
人
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二

十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ゴ
ビ
ノ
ー
評
価
の
機
運
が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
内
部
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
と
、
彼
の
人
種
主
義
的
芸
術
論
の
援
用
は
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
を
め
ぐ
る
言
説
に

お
い
て
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
で
隆
盛
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
留
意
す
べ
き
点
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
著
作
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
の
理
論
を
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
フ
ォ
ー
ル
と
は
異
な
り
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
は
ゴ
ビ
ノ
ー
の
通
俗
的
理
解
を
基
調
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
く

の
論
者
は
ゴ
ビ
ノ
ー
の
芸
術
起
源
論
を
正
確
に
把
握
し
引
用
し
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
い
う
新
た
な
現
象
に
対
し

て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
せ
ず
無
批
判
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
黒
人
種
に
割

り
当
て
た
位
置
は
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
に
お
け
る
白
人
と
の
「
混
血
」
に
お
け
る
「
想
像
力
」
の
供
給
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
ゴ
ビ
ノ
ー
は
「
黒
人
芸
術
」
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
は
お
ら
ず
、
い
わ
ば
「
混
血
」
に
よ
る
芸
術
の
誕
生
を
問
題
に
し
て
い
た
。
そ
れ
に

比
し
て
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ゴ
ビ
ノ
ー
を
援
用
す
る
数
多
く
の
論
者
は
、
黒
人
に
よ
る
芸
術
と
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
を
直
接
接

合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
美
術
商
と
し
て
有
名
な
ポ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
ム
は
、
黒
人
に
よ
る
彫
刻
を
あ
ら
ゆ
る
古

代
芸
術
に
先
立
つ
も
の
と
述
べ
る
際
に
ゴ
ビ
ノ
ー
を
援
用
し
、
そ
れ
に
加
え
（
33
）
、
本
論
二
・
二
で
言
及
し
た
「
諸
芸
術
が
湧
き
出
る
源
泉
は
黒
人

の
血
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
」（G

obineau, 472

）
と
い
う
一
文
を
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
し
て
引
用
し
て
い
る
（
34
）
。
ま
た
、
宗
教
学
的
観
点
か

ら
『
黒
人
芸
術
』（
一
九
二
七
）
を
執
筆
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ル
デ
ィ
も
『
人
種
不
平
等
論
』
の
同
じ
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
（
35
）
。「
誰
も
が
そ

れ
に
つ
い
て
語
る
け
れ
ど
も
、
誰
一
人
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
本
の
一
つ
（
36
）
」
と
評
さ
れ
た
『
人
種
不
平
等
論
』
は
、
人
種
を
め
ぐ
る
数
多
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く
の
「
強
力
な
神
話
（
37
）
」
、「
誤
っ
た
言
い
伝
え
（
38
）
」
を
生
み
出
し
た
が
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
芸
術
起

源
説
が
一
人
歩
き
す
る
か
の
如
く
流
布
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
は
当
然
ゴ
ビ
ノ
ー
の
解
釈
、
つ
ま
り
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
に
お
け
る
「
混

血
」
が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、「
想
像
力
」
が
社
会
諸
制
度
に
は
否
定
的
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
論
点
も
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代

の
潮
流
の
中
で
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
「
混
血
」
の
主
題
に
言
及
し
つ
つ
自
ら
の
議
論
へ
と
発
展
的
に
読
み
替
え
た
と
い
う
点
で
フ
ォ
ー
ル
の
特
異
性

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
ォ
ー
ル
も
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
に
関
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
し
、
黒
人
に

よ
る
芸
術
そ
の
も
の
へ
と
ゴ
ビ
ノ
ー
の
議
論
を
接
続
し
た
点
で
他
の
論
者
と
大
き
な
差
異
は
な
い
。 

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
黒
人
こ
そ
が
芸
術
誕
生
に
寄
与
し
た
、
と
い
う
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
芸
術
起
源
論
を
無
批
判
に
、
か
つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

無
視
し
つ
つ
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
と
そ
の
通
俗
的
解
釈
を
、
黒
人
芸
術
に
対
す
る
価
値
評
価
の
逆
転
、
つ
ま
り
民
族
誌
的
な
「
器

物
」
か
ら
人
類
の
美
術
史
を
基
礎
づ
け
る
「
芸
術
作
品
」
へ
、
と
い
う
構
図
を
補
強
さ
せ
る
理
論
的
権
威
と
し
て
援
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま

た
、
ド
イ
ツ
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
ゴ
ビ
ニ
ズ
ム
が
、
ア
ー
リ
ア
至
上
主
義
と
は
別
の
文
脈
で
、
つ
ま
り
黒
人
芸
術
の
古
代
性
、
あ
る
い
は
「
プ
リ
ミ

テ
ィ
ブ
」
性
を
強
化
す
る
文
脈
の
中
で
摂
取
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ゴ
ビ
ニ
ズ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
新
た
な
局
面

へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
人
種
主
義
的
言
説
と
芸
術
批
評
と
の
重
な
る
場
が

共
有
し
て
い
た
知
識
と
し
て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
芸
術
起
源
論
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
芸
術
起
源
論
が
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
流
行

を
保
証
し
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
流
行
が
こ
の
起
源
論
の
存
在
を
流
布
さ
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
（
39
）
。 
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註 

 

（
１
）「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
」
を
め
ぐ
っ
て
、
西
洋
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
分
析
・
記
述
に
内
在
し
た
「
非
歴
史
性
」
に
つ
い
て
はSally Price, Prim

itive art in civilized 
places, second edition, The U

niversity of Chicago Press, 2001, pp. 56-67

が
そ
の
概
略
を
与
え
て
く
れ
る
。 

（
２
）「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
たJean Laude, La peinture française
（1905-1914

） et “l’art nègre’’, K
lincksieck, 1968

は
フ
ォ
ー
ル
の
名

を
挙
げ
、
彼
の
思
想
が
ゴ
ビ
ノ
ー
の
そ
れ
に
連
な
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（pp. 361-362
）。
し
か
し
、
ロ
ー
ド
に
よ
る
こ
の
研
究
は
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ

ル
」
に
付
与
さ
れ
た
「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
性
質
（
本
論
で
も
三
節
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
す
る
）
に
つ
い
て
僅
か
な
が
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
ゴ

図１ （EF, 85） 
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ビ
ノ
ー
に
よ
る
人
種
主
義
的
芸
術
起
源
論
、
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
解
釈
の
変
遷
に
対
す
る
見
解
等
を
提
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
エ
リ
ー
・

フ
ォ
ー
ル
の
全
体
像
及
び
伝
記
的
事
柄
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ル
の
友
人
で
あ
っ
た
著
述
家
に
よ
る
、Paul D

esanges, “Esquisse biographique et 
bibliographie’’, Europe, no. 188, décem

bre, 1937, pp. 433-441

や
、
豊
富
な
写
真
史
料
等
を
含
ん
だ
詳
細
な
伝
記M

artine Chatelain-Courtois, Elie Faure: 
biographie, Jean-Paul M

orel, 1989

を
参
照
の
こ
と
。 

（
３
）Jack Flam

 and M
iriam

 D
eutch eds, Prim

itivism
 and Tw

entieth-C
entury A

rt: A D
ocum

entary H
istory, U

niversity of California Press, 2003, p. 54. 

（
４
）
一
九
〇
九
年
刊
行
の
『
古
代
美
術
』
は
先
史
時
代
か
ら
オ
リ
エ
ン
ト
、
エ
ジ
プ
ト
を
経
て
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
美
術
を
、
一
九
一
四
年
刊
行
の
『
ル
ネ
サ
ン

ス
美
術
』
は
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
を
、
そ
し
て
四
巻
目
に
あ
た
る
『
近
代
美
術
』
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
か
ら
ピ
カ
ソ
、
ド
ラ
ン
と
い
っ
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
芸

術
家
ら
に
い
た
る
ま
で
の
近
代
西
欧
の
美
術
史
が
対
象
と
な
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ル
は
芸
術
の
起
源
と
し
て
黒
人
的
要
素
を
重
要
視
す
る

が
、『
古
代
美
術
』
に
お
い
て
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
美
術
、
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
、
さ
ら
に
美
術
史
上
に
お
け
る

高
の
地
位
を
与
え
る
も
の
と
フ
ォ
ー
ル
が
考
え
て

い
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
美
術
に
関
し
て
、
人
種
間
の
混
血
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。 

（
５
）
こ
こ
で
、『
美
術
史
』
の
流
通
状
況
に
つ
い
て
若
干
補
足
し
て
お
く
。
フ
ォ
ー
ル
の
親
友
で
も
あ
っ
たPaul D

esanges

に
よ
る
と
、
彼
の
『
美
術
史
』
四
巻
本

（
及
び
お
そ
ら
く
『
形
態
の
精
神
』
を
含
む
）
は
一
九
三
七
年
の
時
点
に
て
三
二
～
三
三
版
を
重
ね
、
四
大
陸
六
カ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
大
学
関
係
者

ら
に
よ
る
評
価
は
概
ね
低
か
っ
た
も
の
の
、
芸
術
家
や
美
学
に
関
心
の
な
い
人
々
に
も
読
ま
れ
て
い
た
、
と
説
明
し
て
い
る
（Paul D

esanges, “Elie Faure parm
i 

les hom
m

es’’, Europe, no. 141, septem
bre., pp. 12-13

）。
ま
た
、『
中
世
美
術
』
に
関
し
て
は
、
初
版
に
際
し
て
の
書
評
（H

enri G
heon, N

R
F, no.7, 1912

）

及
び
第
二
版
に
際
し
て
の
書
評
（Paul Colin, L’A

rt libre, février, 1922

及
びCom

inique B
raga, Le C

rapouillot, 1
er février, 1922

）
な
ど
が
発
表
さ
れ
、
評

価
を
得
て
い
る
点
か
ら
も
、
フ
ォ
ー
ル
の
書
が
当
時
あ
る
程
度
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
書
評
が
注
目
し
て
い
る
点
は
、

フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
解
で
あ
っ
て
、「
熱
帯
地
方
」
に
関
す
る
言
及
で
は
な
い
。 

 

フ
ォ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
略
号
（A

A
: H

istoire de l’A
rt I. L’A

rt A
ntique, A

M
: H

istoire de l’A
rt II. L’A

rt M
édiéval, EF: H

istoire de l’A
rt V. l’Esprit des 

Form
es, TG

: Les trios gouttes de sang, A
F: “A

ffinités géographiques et ethniques de l’art’’

）
を
用
い
、
ペ
ー
ジ
数
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
序
文
の
場
合
は
ロ

ー
マ
数
字
）
で
記
す
。
な
お
、『
美
術
史
』
は
改
訂
ご
と
に
フ
ォ
ー
ル
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
改
訂
に
際
し
て
加
筆
さ
れ
た
個
所
に
言
及
す
る

際
に
は
強
調
の
意
味
で
版
数
を
併
記
す
る
。L’A

rt A
ntique, L’A

rt M
édiéval

に
関
し
て
は
特
に
指
定
が
無
い
場
合
第
二
版
（C

rès

）
を
、l’Esprit des Form

es

は
初
版
（C

rès

）
を
、
そ
の
他
の
も
の
はO

euvres com
plètes d’Elie Faure

―Essais/Correspondance. t.,III, Jean Jacques Pauvert, 1964

に
収
め
ら
れ
た
も

の
を
使
用
し
て
い
る
。『
中
世
美
術
』
に
つ
い
て
だ
け
若
干
補
足
し
て
お
く
と
、『
中
世
美
術
』
第
二
版
（
一
九
二
一
年
）
以
降
の
改
訂
版
（
一
九
二
四
年
、
一

九
二
六
年
）
の
間
に
は
写
真
図
版
の
入
れ
替
え
、
掲
載
さ
れ
た
彫
刻
等
の
所
有
者
変
更
に
伴
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
修
正
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
本
文
に
大
き
な

書
き
換
え
は
な
い
。
し
か
し
、
初
版
（
一
九
一
一
年
）
と
第
二
版
と
の
間
に
は
、
本
文
中
で
加
筆
、
修
正
、
削
除
さ
れ
た
個
所
が
多
数
見
ら
れ
る
。
特
に
、
本
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文
と
写
真
図
版
と
の
関
係
は
、
初
版
に
お
い
て
注
の
形
で
付
さ
れ
て
い
た
図
版
へ
の
参
照
指
示
が
、
第
二
版
で
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
本
文
と
写
真
図
版
と
の

関
係
は
不
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
自
体
も
初
版
と
第
二
版
以
降
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
第
二
版
で
は
「
ギ
ヨ

ー
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
属
す
る
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
美
術
の
写
真
が
五
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
黒

人
芸
術
受
容
の
状
況
の
点
か
ら
見
て
興
味
深
い
。ポ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
ム
に
つ
い
て
はC
olette G

iraudon, Paul G
uillaum

e et les peintres du X
X

e siècle : D
e l’art 

nègre à l’avant-garde, La bibliothèque des arts, 1933

及
び
拙
稿
「「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
受
容
に
お
け
るG

・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
ポ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ー
ム
―

―
「
新
た
な
美
学
」
を
め
ぐ
る
諸
状
況
と
そ
の
言
説
構
造
の
分
析
」『
民
族
藝
術
』（
二
四
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
六
―
一
一
二
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。 

（
６
）
Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム 

下
』（
板
垣
他
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
一
二
二
頁
） 

（
７
）
フ
ォ
ー
ル
の
ギ
リ
シ
ャ
美
術
に
対
す
る
思
想
の
変
遷
に
関
し
て
はD

enoël

版
の
解
説
、
及
び
日
本
語
訳
『
古
代
美
術
』（
篠
塚
千
恵
子
訳
、
国
書
刊
行
会
、
二

〇
〇
二
年
）
に
付
さ
れ
た
「
訳
者
あ
と
が
き
」
が
詳
し
い
。 

（
８
）
第
三
節
で
考
察
す
る
が
、
二
十
年
代
以
降
の
フ
ォ
ー
ル
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
影
響
か
ら
芸
術
の
起
源
を
黒
人
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。 

（
９
）
例
え
ば
、『
未
開
社
会
の
思
惟
』
第
一
部
第
一
章
が
「
未
開
人
の
知
覚
に
お
け
る
集
団
表
象
と
そ
の
神
秘
的
性
格
」
（Les représentations collectives dans les 

perceptions des prim
itifs et leur caractère m

ystique

）
を
扱
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
確
か
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
「
神
秘
性
」（le m

ystère

）
を
未
開
の
宗
教
の
一

要
素
と
見
な
す
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
が
（Em

ile D
urkheim

, Les form
es élém

entaires de la vie religieuse, Félix A
lcan, 1912, pp. 39-40

）、
そ
れ
は
当
時
、

「
神
秘
性
」
と
「
未
開
性
」
と
が
容
易
に
結
び
つ
く
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
逆
説
的
に
示
唆
し
て
い
る
。 

（
10
）
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
美
術
と
「
先
史
美
術
」
と
の
連
続
性
、
及
び
原
初
的
集
団
性
の
強
調
と
い
う
二
つ
の
要
因
と
同
時
に
、『
中
世
美
術
』
出
版
に
際

し
て
の
フ
ォ
ー
ル
自
身
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
も
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
混
在
す
る
西
洋
と
非
西
洋
の
美
術
の
混
在
に
対
す
る
批
判
は
出

版
当
時
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ル
も
こ
う
し
た
意
見
を
慮
り
、
一
九
二
四 

年
の
改
定
版
（
第
三
版
）
に
際
し
て
本
書
を
『
異
国
の
芸
術
』（l’art exotique

）

と
『
中
世
美
術
』
と
い
う
二
巻
本
の
形
に
分
割
し
、
決
定
版
と
す
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
。『
異
国
の
芸
術
』
に
は
以
下
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
予
定
と
な
っ
て

い
た
。「
序
―
決
定
版
へ
の
序
―
１
・
イ
ン
ド
―
２
・
中
国
―
３
・
日
本
―
４
・
仏
教
芸
術
―
５
・
熱
帯
地
方
―
６
・
ア
メ
リ
カ
」。
結
果
と
し
て
こ
の
案
は
立

ち
消
え
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
分
割
案
の
破
棄
の
理
由
と
し
て
、
第
三
版
の
序
文
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
彼
の
普
遍
的
な
「
中
世
」
観
が
当
初
か
ら
存
在
し

た
こ
と
に
あ
る
の
か
、
む
し
ろ
そ
れ
は
後
付
け
的
な
説
明
で
あ
り
、
別
の
出
版
事
情
等
が
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。「
熱
帯
地
方
」

を
含
む
、
非
西
洋
圏
の
美
術
を
も
対
象
と
し
た
こ
の
書
の
詳
し
い
執
筆
背
景
に
関
し
て
は
、D

anoël

版L’A
rt M

édiéval

（1985

）
に
付
さ
れ
た
編
者M

artine 
Chatelain-Courtois

に
よ
る“D

ossier’’

（pp. 283-331

）
を
参
照
の
こ
と
。 

（
11
）『
中
世
美
術
』
執
筆
の
大
枠
は
、
民
衆
大
学
（l’U

niversité populaire

）
で
の
講
演
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
予
定
原
稿
で
「
氷
と
火
の
地
」（Les Terres de glace 

et de feu

）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
範
囲
が
『
中
世
美
術
』
に
お
け
る
「
熱
帯
地
方
」
に
該
当
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ル
が
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
美
術
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に
関
心
を
抱
い
た
要
素
と
し
て
は
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
の
「
発
見
」
が
執
筆
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
こ
と
以
上
に
、
彼
の
叔
父
で
あ
る
民
族
学
者
エ
リ
ー
・

ル
ク
リ
ュ
（Elie Reclus

）（1827-1904

）
がLes Prim

itifs

（1885

）、Le Prim
itif d’A

ustralie

（1894

）
を
、
そ
し
て
そ
の
弟
で
あ
る
地
理
学
者
エ
リ
ゼ
・
ル

ク
リ
ュ
（Elisée Reclus

）（1830-1905

）
がN

ouvelle G
éographie universelle

（1873-1895

）
、L’Em

pire du M
ilieu

（1902

）
、
と
い
っ
た
著
作
を
発
表
し

て
い
た
こ
と
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（M

artine Chatelain-Courtois, “D
ossier’’, p. 287

）。
実
際
、
エ
リ
ゼ
・
ル
ク
リ
ュ
に
よ
るL’H

om
m

e et la Terre
（1905-1908

）は
、ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
を
含
め
た
世
界
の
諸
地
域
を
対
象
と
し
つ
つ
、テ
ー
ヌ
に
よ
る「
環
境
」（m

ilieu

）
概
念
へ
の
言
及（t.1, pp. 110-113

）、

ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
主
義
理
論
（
黒
人
と
白
人
の
混
血
に
よ
る
優
れ
た
音
楽
の
誕
生
）（t.1, p. 220

）
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
フ
ォ
ー
ル
が
叔
父
達

の
著
作
を
参
照
し
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。 

（
12
）
第
三
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
後
年
フ
ォ
ー
ル
は
黒
人
的
特
質
と
し
て
「
リ
ズ
ム
」
を
重
用
視
す
る
よ
う
に
な
り
、「
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、「
リ
ズ
ム
」
と
「
シ
ン
メ
ト
リ
ー
」
と
を
「
未
開
芸
術
」
の
特
質
と
す
る
考
え
は
フ
ォ
ー
ル
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
十

九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
様
式
論
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
構
図
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
リ
ー
グ
ル
は
『
芸
術
様
式
論
』（1893

年
）
の
中
で
以
下
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
シ
ム
メ
ト
リ
ー
と
リ
ズ
ム
の

上
法
則
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
幾
何
学
的
様
式
は
、
合
法
則
性
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
も
っ
と
も

完
全
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
評
価
に
お
い
て
、
そ
れ
は

低
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
知
る
か
ぎ
り
の
諸
芸
術
発
展
史
は
、
一
般
に
比
較

的
ひ
く
い
文
化
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
時
代
の
民
族
に
、
こ
の
様
式
が
特
有
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
」
（
長
広
敏
雄
訳
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
〇
年
、

二
四
頁
） 

。 

（
13
）
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
フ
ォ
ー
ル
が
明
示
的
に
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
を
引
き
、
彼
の
人
種
論
を
援
用
し
た

初
の
著
作
は
、
一
九
一
七
年
刊
行
のLa Sainte Face

で
あ

る
。 

（
14
）M

ichael D
. Biddiss, Father of racist ideology : the social and political thought of Count G

obineau, W
eybright and Talley, 1970. 

（
15
）
例
え
ば
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
『
わ
れ
わ
れ
と
他
者
―
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
他
者
像
』（
小
野
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
）、
お
よ
び
長

谷
川
一
年
「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ド
・
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
哲
学
（
一
）」『
同
志
社
法
学
』（
二
〇
〇
〇
年
、
五
二
巻
四
号
、
一
〇
九
―
一
六
八
頁
）、
長
谷
川
一
年

「
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ド
・
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
哲
学
（
二
・
完
）」『
同
志
社
法
学
』（
二
〇
〇
一
年
、
五
二
巻
五
号
、
一
三
六
―
一
六
九
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
付

言
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
ゴ
ビ
ノ
ー
解
釈
は
、
彼
の
決
定
論
的
な
人
種
主
義
的
立
場
を
容
認
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

（
16
）
ゴ
ビ
ノ
ー
の
『
人
種
不
平
等
論
』
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
概
ね
不
評
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
（
長
谷
川
前
掲
論
文
）

は
あ
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
、
三
十
年
代
に
か
け
て
ゴ
ビ
ノ
ー
を
評
価
す
る
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、
一
九

二
三
年
に
は
二
冊
の
雑
誌
が
（Europe, no. 9, 1923. N

ouveau M
ercure, octobre, 1923

）、
一
九
三
四
年
に
はN

RF

誌
（février, no. 245

）
が
ゴ
ビ
ノ
ー
特
集

を
組
ん
で
い
る
。
小
説
化
・
劇
作
家
ゴ
ビ
ノ
ー
と
し
て
の
評
価
の
側
面
も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
人
種
理
論
に
関
す
る
論
考
も
数
多
く
掲
載
さ
れ
た
。Europe

誌
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に
掲
載
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
論
文“G

obineau et le problèm
e des races’’

は
後
年
、
第
三
節
で
参
照
す
る
『
三
滴
の
血
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

フ
ォ
ー
ル
は
ま
た
、N

RF

誌
の
特
集
号
に
も“D

estin de G
obineau’’

と
い
う
論
を
寄
せ
て
い
る
。
ゴ
ビ
ノ
ー
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
の
交
友
関
係
、
及
び
ド
イ
ツ
で

結
成
さ
れ
た
「
ゴ
ビ
ノ
ー
協
会
」（G

obineau-Vereinigung

）
の
存
在
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
の
ゴ
ビ
ノ
ー
思
想
の
逆
輸

入
等
の
歴
史
的
流
れ
に
関
し
て
はA

ndrée Com
bris, La philosophie des races du com

te de G
obineau et sa portée actuelle, Félix A

lcan, 1937, pp. 
161-184

が
そ
の
概
略
を
与
え
て
く
れ
る
。 

（
17
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
論
の
結
に
て
再
度
言
及
す
る
。 

（
18
）
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
に
は
以
下
の
よ
う
な
諸
族
が
含
ま
れ
る
。
白
人
に
は
コ
ー
カ
サ
ス
、
セ
ム
（
後
に
白
色
セ
ム
と
黒
色
セ
ム
と
に
分
化
）、
ヤ
ペ
テ
（
後
の
ア

ー
リ
ア
人
）、
黒
人
に
は
ハ
ム
族
、
黄
色
人
に
は
ア
ル
タ
イ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
フ
ィ
ン
、
タ
タ
ー
ル
が
含
ま
れ
る
（G

obineau, 280

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
人
種
と
諸
族
と
の
対
応
関
係
は
原
初
的
か
つ
純
粋
な
状
態
の
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
細
分
化
さ
れ
た
と
ゴ
ビ
ノ
ー
は
説
明
し
て
い
る
。 

（
19
）
例
え
ば
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
る
以
下
の
説
明
を
参
照
の
こ
と
。「
退
化
し
た
（dégénéré

）
、
と
い
う
語
を
あ
る
民
族
へ
と
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
次
の
こ
と
を
指
す
べ

き
で
あ
る
し
、
実
際
そ
う
な
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
民
族
が
自
ら
の
血
管
の
内
に
も
は
や
同
一
の
血
が
流
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
民
族

が
か
つ
て
備
え
て
い
た
本
質
的
な
（intrinsèque

）
価
値
を
も
は
や
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
」（G

obineau, 162

）。
な
お
、『
人
種
不
平
等
論
』
か
ら
の

引
用
はL’Essai sur l’inégalité des races hum

aines, In: O
euvres, t. II, G

allim
ard, 1983, pp. 135-1167

を
用
い
て
い
る
。 

（
20
）
ト
ド
ロ
フ
前
掲
書
、
二
一
二
頁
。
な
お
、
文
明
を
め
ぐ
る
ゴ
ビ
ノ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
、
原
初
的
な
三
人
種
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
注18

で
述
べ
た
よ
う
に
、
原
初
的
な
三
人
種
は
太
古
の
時
期
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
議
論
の
対
象
と
な
る
の
は
、「
混
血
」
を
経
て
な
お
各
人
種
の
特
徴

を
有
し
て
い
る
よ
う
な
三
人
種
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ゴ
ビ
ノ
ー
的
白
人
と
は
、
皮
膚
の
色
が
問
題
と
な
る
と
い
う
以
上
に
、
黒
人
的
要
素
と
黄
色
人
種
的

要
素
と
の
均
衡
の
と
れ
た
混
血
状
態
に
あ
る
人
種
で
あ
り
、
文
明
伝
播
の
才
を
有
し
た
存
在
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
白
人
が
「
観
念
の
上
で

は
混
血
」
で
あ
る
と
い
う
ト
ド
ロ
フ
の
評
価
も
、
ゴ
ビ
ノ
ー
に
と
っ
て
は
当
然
の
事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
21
）
ゴ
ビ
ノ
ー
は
、
混
血
に
反
対
す
る
人
種
の
本
能
を
「
反
撥
の
法
則
」（loi de répulsion

）、
そ
れ
に
対
し
主
に
白
人
が
備
え
て
い
る
「
文
明
的
な
社
会
性
」
や
「
征

服
を
通
じ
て
の
膨
張
」
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
そ
の
反
対
の
傾
向
を
「
吸
引
の
法
則
」（lois d’attraction

）
と
捉
え
て
い
る
（G

obineau, 167

） 

（
22
）
具
体
的
に
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
次
の
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
一
方
〔
ア
ッ
シ
リ
ア
文
明
〕
に
お
い
て
、
他
方
〔
エ
ジ
プ
ト
文
明
〕
に
お
い
て
と
同
様
に
、
似
た

よ
う
な
合
意
の
結
果
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
両
文
明
に
お
い
て
、
大
建
造
物
が
、
こ
の
両
文
明
に
お
い
て
人
間
と
動
物
の
再
現
芸
術
、
つ
ま
り
寺
院
と
王
宮
の

内
部
に
あ
り
、
当
然
人
々
に
愛
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
不
可
思
議
な
絵
画
、
彫
刻
と
が
あ
る
」（G

obineau, 467

）。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
詩
の
存
在
も
念
頭
に
置

い
て
い
る
。「
芸
術
と
詩
は
こ
れ
ら
の
時
代
お
よ
び
こ
れ
ら
の
地
域
〔
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
ア
ッ
シ
リ
ア
〕
の

も
明
白
か
つ
現
実
的
な
、
そ
し
て

も
確
固
た
る

表
現
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
実
際
そ
う
で
あ
っ
た
」（G

obineau, 467

）。「
加
え
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
同
様
、
エ
ジ
プ
ト
に
と
っ
て
も
詩
と
は
二
つ
の
形
態
し
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か
、
つ
ま
り
抒
情
詩
か
、
啓
蒙
的
な
詩
し
か
な
か
っ
た
」（G

obineau, 468

）。 
（
23
）
な
お
ゴ
ビ
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
白
人
に
よ
る
芸
術
と
は
、「
精
神
の
瞑
想
と
科
学
的
暗
示
と
が
有
す
る
非
常
に
崇
高
な
も
の
と
極
め
て
密
接
し
て
い
る
何
か
」
を

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
（G

obineau, 476

）。 

（
24
）

初
の
使
用
例
は
一
九
一
二
年
のA

ndré W
arnod, “A

rts décoratifs et curiosités artistiques:l’art nègre’’

（Com
oedia, 2 janvier

）
に
お
い
て
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
25
）
こ
の
個
所
で
は
、〈art chinois

〉、〈art indien

〉、〈art m
exicain

〉
と
い
っ
た
用
語
と
併
置
し
て
〈art nègre

〉
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ル
が
ア
フ
リ

カ
と
オ
セ
ア
ニ
ア
の
美
術
を
分
類
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（M

artine Chatelain-C
ourtois, “D

ossier’’, p. 303

）。
実
際
、『
中
世
美

術
』
第
二
版
で
は
オ
セ
ア
ニ
ア
美
術
の
特
色
を
「
装
飾
」（décoration

）
に
、
ア
フ
リ
カ
美
術
で
は
「
形
態
」（form

e

）
に
求
め
て
い
る
が
（A

M
, 2

e, 163

）、

後
述
す
る
よ
う
に
、
人
種
的
要
因
が
芸
術
的
特
質
に
結
実
し
て
い
る
と
考
え
る
二
十
年
代
以
降
の
フ
ォ
ー
ル
に
お
い
て
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
お
、
フ
ォ
ー
ル
自
身
ア
フ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
彫
刻
そ
の
も
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
関
心
を
有
し
て
い
た
か
を
判
断
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
フ
ォ
ー
ル
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
、
コ
タ
族
の
遺
骨
容
器
の
守
護
像
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 

（
26
）
フ
ォ
ー
ル
は
、
非
西
洋
の
他
地
域
に
比
し
て
、
ア
フ
リ
カ
（
特
に
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ
）
に
対
す
る
関
心
は
低
く
、
一
九
三
一
年
の
世
界
一
周
旅
行
の
際
も
、

メ
キ
シ
コ
、
日
本
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
中
東
に
滞
在
し
た
一
方
で
、
エ
ジ
プ
ト
以
南
の
ア
フ
リ
カ
に
赴
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
シ
ャ
ト
ラ
ン
＝
ク
ル
ト
ワ
は
、

フ
ォ
ー
ル
の
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
こ
う
し
た
無
関
心
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
国
と
し
て
の
、
そ
し
て
環
境
（m

ilieu

）
と
し
て
の
ア
フ
リ
カ
は
、
エ
リ
ー
・

フ
ォ
ー
ル
の
想
像
が
及
ぶ
地
理
の
一
部
を
成
す
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
」（M

artine Chatelain-Courtois, “D
ossier’’, pp. 300-301

）
と
語
り
、
ア
フ
リ
カ
美

術
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ル
の
議
論
に
お
い
て
、
テ
ー
ヌ
の
理
論
よ
り
も
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点
を
説
明
し
て
い
る
。 

（
27
）
一
九
二
一
年
以
降
の
改
訂
に
際
し
て
も
、『
中
世
美
術
』
に
お
い
て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
は
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
改
訂
に
際
し
て
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
を

連
想
さ
せ
る
文
章
を
加
筆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
初
版
に
際
し
て
記
載
の
な
か
っ
た
ア
フ
リ
カ
彫
刻
の
起
源
に
関
し
て
、
第
二
版
の
中
で
次
の
よ
う
な
文
章

が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
お
そ
ら
く
、
黒
人
の
木
製
彫
刻
は
彫
刻
の

初
の
現
れ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
ア
フ
リ
カ
に
人
類
が
現
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ

く
ら
い
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
」（A

M
, 2

e, 158

）。
黒
人
の
創
り
出
す
彫
刻
作
品
は
、
人
類
の
芸
術
の
起
源
と
し
て
の
性
格
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同

様
の
加
筆
はA

M
, 2

e, 162

に
も
見
ら
れ
る
。
芸
術
の
起
源
と
し
て
の
こ
う
し
た
黒
人
芸
術
像
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
二
十
年
代
以
降
の
、
原
初
的
な
黒
人
（
芸

術
）
像
を
導
く
も
の
と
い
え
る
。 

（
28
）『
美
術
史
』
の
世
界
的
・
通
時
的
視
野
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
芸
術
様
式
の
分
類
法
と
進
化
論
的
思
考
は
、
進
化
論
の
先
駆
け
と
な
っ
た
ラ

マ
ル
ク
（
一
七
四
四
―
一
八
二
九
）
の
思
想
か
ら
の
影
響
が
多
分
に
あ
る
。
フ
ォ
ー
ル
自
身
も
頻
繁
に
ラ
マ
ル
ク
の
議
論
を
援
用
し
て
い
る
。
ラ
マ
ル
ク
は
、

一
八
世
紀
ま
で
の
神
に
よ
る
生
物
界
の
階
層
的
・
固
定
的
生
物
序
列
を
、
歴
史
的
進
化
に
よ
る
動
的
過
程
の
表
れ
と
し
て
独
自
に
解
釈
し
て
い
た
。
加
え
て
、

気
象
学
者
で
も
あ
っ
た
ラ
マ
ル
ク
に
と
っ
て
、
彼
の
進
化
論
に
お
け
る
環
境
因
子
と
し
て
の
気
象
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
フ
ォ
ー
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ル
が
用
い
る
「
環
境
」
概
念
に
は
、
テ
ー
ヌ
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
ラ
マ
ル
ク
の
存
在
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ル
は
ラ
マ
ル
ク
に
つ
い
て
、『
建

築
家
』（
一
九
一
四
年
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
ラ
マ
ル
ク
こ
そ
が
、
思
考
に
対
し
宇
宙
的
基
礎
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
、
道
徳
的
神
の
内
に
あ

る
不
動
の
世
界
に
対
す
る
数
学
的
予
見
に
代
わ
っ
て
、･･･

無
関
心
な
神
の
内
に
あ
る
不
断
に
可
変
的
な
世
界
に
対
す
る
生
物
学
的
予
見
を
置
き
入
れ
た
人
物
で

あ
る
。
前
進
的
な
変
化
と
適
応
を
経
た
有
機
的
世
界
に
つ
い
て
の
意
識
こ
そ
が
本
質
的
な
も
の
と
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（Jean Lacouture, “L’oeil véhém

ent’’, 
Le D

ébat: histoire, politique, société, no. 120, 2002, p. 64

よ
り
）。
な
お
、
進
化
論
の
先
駆
け
と
し
て
の
ラ
マ
ル
ク
に
つ
い
て
は
レ
オ
ン
・
ポ
リ
ア
コ
フ
『
ア

ー
リ
ア
神
話
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
主
義
と
民
族
主
義
の
源
泉
』（
ア
ー
リ
ア
主
義
研
究
会
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
、
二
八
七
―
二

九
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。 

（
29
）
加
え
て
、
ゴ
ビ
ノ
ー
が
見
落
と
し
て
い
た
も
う
一
つ
の
点
は
、「
人
間
の
進
化
と
人
間
の
環
境
」（l’évolution des peuples et leur m

ilieu

）
と
の
関
係
性
で
あ

る
と
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
黒
人
部
族
が
気
候
の
温
暖
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
移
り
、
そ
こ
で
白
人
の
血
が
優
位
な
集
団
の
中
に
定
着
し
た
場

合
、
黒
人
の
血
に
特
有
な
叙
情
的
な
血
は
新
た
な
外
的
風
景
に
感
化
さ
れ
、
特
に
芸
術
制
作
の
際
に
は
、
別
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
と
フ
ォ
ー

ル
は
考
え
る
。
そ
の
際
、
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
な
の
が
、
テ
ー
ヌ
が
唱
え
た
「
環
境
」（m

ilieu

）
の
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
（EF, 94

）。
フ
ォ
ー
ル
は
、
芸
術

制
作
を
方
向
づ
け
る
内
在
的
要
因
を
ゴ
ビ
ノ
ー
の
理
論
に
基
づ
く
人
種
に
見
出
し
た
の
と
同
様
に
、
そ
の
外
在
的
要
因
を
テ
ー
ヌ
が
指
摘
し
た
「
環
境
」
要
因

に
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ォ
ー
ル
が
理
解
す
る
「
環
境
」
概
念
と
は
、「
そ
の
国
の
平
均
的
な
諸
概
観
、
地
理
構
造
、
気
候
、
耕
作
物
」
に
始
ま
り
、「
農
耕

か
牧
畜
か
」「
商
売
か
海
運
か
」「
工
業
か
軍
事
か
」
と
い
っ
た
生
活
の
形
態
を
も
含
む
多
岐
に
わ
た
る
外
在
的
要
素
で
あ
る
（EF, 109

）  

（
30
）
フ
ォ
ー
ル
は
、
三
つ
の
血
の
割
合
に
応
じ
て
、
芸
術
に
表
れ
る
「
律
動
」
の
特
性
を
、
民
族
ご
と
に
以
下
の
よ
う
に
割
り
当
て
て
い
る
（TG, 384

）。
１
．
幾

何
学
的
律
動
（
黒
人
系
ア
フ
リ
カ
人
、
黒
人
系
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
、
黒
人
系
セ
ム
族
〔
ム
ー
ア
人
〕）
２
．
形
而
上
学
的
律
動
（
白
人
の
痕
跡
が
あ
る
、
黒
人
の
血

が
混
じ
っ
た
黄
色
人
〔
中
国
人
、
イ
ン
ド
シ
ナ
人
、
ジ
ャ
ワ
人
〕）
３
．
神
秘
的
律
動
（
白
人
と
黒
人
と
の
混
血
〔
イ
ン
ド
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
〕
４
．
知
性
的
律

動
（
黄
色
人
の
痕
跡
が
あ
る
、
黒
人
の
血
が
混
じ
っ
た
白
人
〔
ギ
リ
シ
ャ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
〕
５
．
道
徳
的
律
動
（
黒
人
と
、
と
り
わ
け
黄
色

人
種
の
痕
跡
が
あ
る
白
人
〔
南
ド
イ
ツ
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
〕
６
．
霊
的
律
動
（
黒
人
、
白
人
、
黄
色
人
種
の
均
衡
し
た
割
合
の
際

〔
エ
ジ
プ
ト
人
、
ク
メ
ー
ル
人
〕） 

（
31
）
フ
ォ
ー
ル
の
著
作
に
お
け
る
、「
リ
ズ
ム
」（rhytm

e

）
概
念
は
そ
の
用
法
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、 

後
述
す
る
よ
う
に
、「
周
期
的
な
反
復
や
律
動
」
と
「
共

通
す
る
」
世
界
原
理
で
あ
り
、「
宇
宙
的
秩
序
」
の
反
映
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
反
映
が
様
々
な
形
（「
宇
宙
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
」（le dram

e universel

）、

「
化
学
的
ド
ラ
マ
」（le dram

e chim
ique

）、「
生
理
学
的
ド
ラ
マ
」
（le dram

e physiologique

）、「
生
物
学
的
ド
ラ
マ
」（le dram

e biologique

））
で
変
転
す

る
様
態
（EF, 1-2

）、
あ
る
い
は
そ
の
歴
史
（「
歴
史
の
リ
ズ
ム
」（le rhytm

e de l’histoire
））
と
し
て
も
語
ら
れ
る
（A

A
, 23

）。
世
界
原
理
と
も
言
え
る
こ
う

し
た
「
リ
ズ
ム
」
は
、「
言
語
的
、
音
楽
的
、
造
形
的
形
態
」
な
「
形
態
」
へ
と
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
と
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
（TG, 382

）。
も
っ
と
も
、
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あ
る
芸
術
作
品
の
ど
の
よ
う
な
「
形
態
」
が
「
リ
ズ
ム
」
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
形
態
学
的
な
説
明
を
フ
ォ
ー
ル
は
行
な
っ
て
い
な
い
。『
形
態
の
精
神
』

に
付
さ
れ
た
図
版
の
一
つ
に
、「
リ
ズ
ム
（
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
）」
（LE R

H
Y

TM
E 

（Art nègre.

））
と
題
さ
れ
た
仮
面
の
写
真
が
存
在
す
る
が
【
図
一
】、

特
に
説
明
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。 

（
32
）
し
か
し
、
黒
人
芸
術
が
未
だ
保
持
す
る
「
リ
ズ
ム
」
が
現
代
の
芸
術
を
根
源
へ
と
立
ち
返
ら
せ
る
機
縁
と
な
る
、
と
い
う
論
調
を
フ
ォ
ー
ル
は
提
示
し
て
は
い

な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て
失
わ
れ
た
「
リ
ズ
ム
」
の
回
復
は
機
械
、
及
び
映
画
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
点
で
「
ア
ー

ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
賛
美
者
ら
が
提
示
し
た
、
現
代
芸
術
へ
の
特
効
薬
と
し
て
の
地
位
を
、
フ
ォ
ー
ル
は
「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
に
対
し
て
与
え
て
は
い
な
い
。 

（
33
）Paul G

uillaum
e, “U

ne esthétique nouvelle: l’art nègre’’, Les A
rts à Paris, no. 4, m

ai, 1919. In : Les écrits de Paul G
uillaum

e, La bibliothèque des arts, 
1993, p. 21. 

（
34
）Paul G

uillaum
e, “A

frican A
rt at the Barnes Foundation’’, O

pportunity, vol. 2, no. 17, M
ay, 1924, p. 141. 

ギ
ヨ
ー
ム
が
ゴ
ビ
ノ
ー
の
名
を
援
用
す
る
箇
所

と
し
て
は
他
にPaul G

uillaum
e, “L’art nègre et l’esprit de l’époque’’, Paris-Soir, 21 novem

bre, 1925. In: Les écrits de Paul G
uillaum

e, p. 73

が
あ
る
。

ギ
ヨ
ー
ム
没
後
以
降
、
彼
の
路
線
を
受
け
つ
い
だ
美
術
商
シ
ャ
ル
ル
・
ラ
ト
ン
も
ま
た
、「
芸
術
の
発
案
者
（paternité

）
と
し
て
」
の
地
位
を
黒
人
に
割
り
当

て
た
人
物
と
し
て
ゴ
ビ
ノ
ー
に
言
及
し
て
い
る
（Charles R

atton, M
asques africains, s.l.n.d, 1932. In: M

asques d’A
frique dans les collections du M

usée 
B

arbier-M
üller, Fernand N

athan, 1980, p.12
）。
そ
れ
に
対
し
、
ギ
ヨ
ー
ム
の
参
謀
役
で
あ
っ
たG

・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
ゴ
ビ
ノ
ー
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
点
で
、
他
の
論
者
と
比
し
て
正
確
な
ゴ
ビ
ノ
ー
の
読
解
を
行
な
っ
て
い
る
。「
人
類
の
進
歩
の
歴
史
に
お
い
て
、
芸
術
に
関
与
す
る
感
覚
の
誕
生
、
発

展
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
ハ
ム
の
子
孫
ら
に
支
配
的
な
（prépondérant

）
役
割
を
演
じ
さ
せ
た
」（G

uillaum
e A

pollinaire et Paul G
uillaum

e, Sculptures 
N

ègres : 24 photographies précédees d’un avertissem
ent de G

uillaum
e A

pollinaire et d’un exposé de Paul G
uillaum

e, chez Paul G
uillaum

e, 1917, n.p.

〔p. 2

〕）。 

（
35
）G

eorges H
ardy, L’art nègre: l’art anim

iste des noirs d’afrique, H
enri Laurens, 1927, p. 79. 

こ
の
箇
所
に
続
け
て
、
ア
ル
デ
ィ
は
次
の
一
文
も
引
用
し
て
い

る
。「
黒
人
は

高
度
に
感
覚
的
欲
望
の
能
力
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
あ
る
べ
き
芸
術
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」（G

obineau, 476

）。「
感
覚

的
欲
望
」
に
関
す
る
こ
の
文
章
に
対
し
て
は
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
い
う
近
代
西
洋
的
思
考
に
懐
疑
的
な
立
場
を
取
っ
た
レ
リ
ス
も
引
用
し
て
い
る
が
、

白
人
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
ゴ
ビ
ノ
ー
の
姿
勢
を
揶
揄
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
（M

ichel Leiris et Jacqueline D
elange, A

frique 
noire: la création plastique, G

allim
ard, 1967, p. 26

）。 

（
36
）Jacques Barzun, Race: A Study in M

odern Superstition, H
arper and R

ow, 1965, p. 50. 

（
37
）Barzun, ibid.. 

（
38
）Com

bris, op. cit. p. 276. 
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（
39
）
も
っ
と
も
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
に
付
与
さ
れ
た
様
々
な
性
格
は
、
そ
れ
ら
が
フ
ラ
ン
ス
芸
術
界
か
ら
の
一
方
的
な
性
格
付
け
で
あ
る
と
し
て
も
、
ア
フ

リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
側
か
ら
も
そ
う
し
た
性
格
を
「
領
有
」
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、「
ネ
グ
リ
チ
ュ
ー
ド
」
運
動
の
創
始
者
の
一

人
で
あ
るL.S.

サ
ン
ゴ
ー
ル
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
サ
ン
ゴ
ー
ル
に
よ
る
、「
ア
ー
ル
・
ネ
ー
グ
ル
」
と
「
リ
ズ
ム
」
概
念
の
（
フ
ォ
ー
ル
ら
と
は
異
な
っ
た
）
解

釈
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。 

 


