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グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
過
程

-

美
学
の
場
合
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ア
レ
ス
･
エ
リ
ヤ
ヴ
ュ
チ

輪島

裕介

訳

美
学
は
(
こ
の
場
合
基
本
的
に
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
｢
西
洋
｣
美
学
の
こ
と
な
の
で
す
が
)
､
先
の
世
紀
の
半
ば
頃
ま
で
､
ま
ず
も
っ
て
哲
学
の
一
学
科
で
あ
り
､

そ
の
伝
統
的
な
学
術
的
境
界
を
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
し
た
｡
美
学
は
､
芸
術
と
美
の
哲
学
と
し
て
､
西
洋
的
な
思
想
の
伝
統
の
う
ち
に
堅
固
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
｡
一
方
､
美
学
は
自
身
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
､
ま
た
は
対
立
す
る
様
々
な
視
点
T
)
を
容
易
に
受
け
入
れ
よ
う
と
は
せ
ず
､
そ

れ
ら
は
美
学
の
中
心
的
な
概
念
や
範
疇
や
目
的
を
否
定
し
､
容
赦
な
い
批
判
を
加
え
､
美
学
を
存
亡
の
危
機
に
追
い
込
ん
で
い
ま
し
た
〈
2
〉
｡
一
九
八
〇
年
代
の
後
半

に
な
っ
て
は
じ
め
て
､
美
学
点
か
つ
て
の
理
論
的
重
要
性
を
回
復
し
始
め
､
広
範
な
関
心
を
生
み
出
す
与
っ
に
な
っ
た
の
で
す
｡
こ
の
こ
と
は
主
に
､
美
学
が
今
日
わ

れ
わ
れ
が
み
な
し
て
い
る
よ
う
な
学
問
的
･
理
論
的
な
活
動
の
広
範
な
連
続
体
(
s
p
e
c
t
2
ヨ
)
に
な
っ
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
ま
す
｡
今
月
で
は
､
美
学
と
い
う
概
念
は
､

時
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
対
立
し
さ
え
す
る
複
数
の
異
な
る
意
味
の
塊
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
｡
そ
れ
ゆ
え
､
し
ば
し
ば
美
学
は
､
芸
術
や
美
､
そ
し
て
近
年
で
は
さ
ら

に
文
化
に
関
す
る
多
様
な
理
論
的
活
動
を
指
示
す
る
考
え
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
こ
う
し
た
多
様
な
意
味
､
つ
ま
り
遠
か
ら
ぬ
過
去
に
は
折
衷
的
だ
と
見
な
さ
れ
た
よ
う

な
様
々
な
意
味
の
結
合
こ
そ
が
､
美
学
に
お
け
る
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
｡

一
見
し
た
と
こ
ろ
､
美
学
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
､
現
に
存
在
す
る
事
実
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
加
速
度
的
に
進
行
す
る
過
程
で
あ
る
よ
う
で
す
｡

し
か
し
､
｢
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
｣
と
は
一
体
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
?
ロ
ー
ラ
ン
ド
･
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
主
張
に
拠
れ
ば
､
そ
れ
は
､
｢
普
遍
的
な
も
の
の
特

殊
化
と
､
特
殊
な
も
の
の
普
遍
化
か
ら
な
る
二
重
の
プ
ロ
セ
ス
｣
〈
3
〉
で
あ
り
ま
す
｡

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
∴
ジ
ュ
イ
ム
ソ
ン
は
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
｢
論
理
的
に
可
能
な
｣
四
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
あ
る
､
と
論
じ
て
い
ま
す
｡



第
一
は
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る

(
未
だ
に
国
民
国
家
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
状
況
が
存
在
し
続
け
て
お
り
､
こ

の
世
に
は
な
べ
て
新
し
い
も
の
な
し
､
と
い
う
わ
け
だ
)
｡
第
二
の
立
場
も
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
何
も
新
し
い
も
の
は
な
い
と
主
張
す
る
｡
つ

ま
り
､
常
に
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
り
､
こ
の
立
場
に
従
え
ば
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
新
石
器
時
代
の
通
商
ル
ー
ト
に

ま
で
遡
れ
る
(
そ
こ
で
は
ポ
リ
､
不
シ
ア
の
器
物
が
ア
フ
リ
カ
に
堆
積
し
､
ア
ジ
ア
の
陶
器
の
か
け
ら
が
遠
く
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
見
つ
か
っ
て
い
る
)
｡
第
三
は
､
グ

ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
､
資
本
主
義
の
究
極
の
地
平
で
あ
る
と
こ
ろ
の
世
界
市
場
と
の
関
係
を
強
調
し
､
近
年
の
世
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
そ
の
程
度
に
お

い
て
異
な
る
だ
け
で
異
質
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
｡
一
方
､
第
四
の
主
張
に
お
い
て
は
､
何
か
新
し
い
､
ま
た
は
第
三
の
､
資
本
主
義
の
多
国
籍
的
な
段

階
が
措
定
さ
れ
る
｡
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
段
階
に
内
在
す
る
特
徴
で
あ
り
､
そ
う
し
た
段
階
は
､
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
現
在
わ
れ
わ

れ
が
一
般
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
呼
ぶ
も
の
と
関
連
付
け
ら
れ
る
〈
｡
〉
｡

私
の
今
回
の
講
演
で
は
､
ジ
ュ
イ
ム
ソ
ン
が
示
し
た
う
ち
最
後
の
視
点
を
採
り
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
｣
ン
の
過
程
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
一
体
の
も
の
と
し

て
議
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
本
質
的
特
散
と
は
何
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ
は
､
全
体
化
に
村
す
る
逆
風
で
あ
り
､
歴
史
主
義
と
折
衷
主
義
の
唱
導
で
あ
り
､
(
一
九
七
九
年
に

ジ
ャ
ン
･
フ
ラ
ン
ソ
ワ
･
リ
オ
タ
ー
ル
が
r
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
｣
で
論
じ
た
)
大
き
な
物
語
の
終
焉
､
フ
ラ
ン
シ
ス
･
フ
ク
ヤ
マ
の
｢
歴
史
の
終
焉
｣
で
あ
り
ア

ー
サ
ー
･
ダ
ン
ト
ー
の
｢
芸
術
の
終
葛
｣
､
あ
ま
つ
さ
え
｢
芸
術
の
死
｣
(
5
)
と
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
｡
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
･
ヴ
エ
ル
シ
ュ
が
一
九
八
八
年
に
簡
潔
に

述
べ
た
よ
う
に
｢
全
体
性
が
終
わ
る
場
所
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
始
ま
る
｣
〈
6
〉
の
で
す
｡

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
∴
ン
エ
イ
ム
ソ
ン
は
､
既
に
一
九
八
四
年
に
､
そ
の
有
名
な
論
文
｢
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
､
あ
る
い
は
後
期
資
本
主
義
の
文
化
の
論
理
｣
に
お
い
て
､

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
か
ら
起
こ
っ
た
最
初
の
文
化
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
､
ま
た
は
｢
ド
ミ
ナ
ン
斗
｣
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た

(
そ
れ
以
前
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
は
全
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
)
(
7
〉
｡
現
代
ア
メ
リ
カ
文
化
を
特
徴
づ
け
る
の
は
､
そ
の
徹
底
し
た
商
品
化
と
そ
の
非
常
に
視
覚
的
な
性

質
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
こ
に
は
､
今
日
ア
メ
リ
カ
文
化
を
他
の
諸
文
化
か
ら
弁
別
す
る
特
徴
が
あ
る
の
で
す
｡
つ
ま
り
､
｢
ア
メ
リ
カ
合
州
国
は
単
に
､
多
く
の

国
々
の
う
ち
の
一
つ
､
諸
文
化
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
英
語
が
他
の
諸
言
語
の
う
ち
の
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
｡
合

州
国
と
世
界
の
他
の
国
々
と
の
関
係
に
は
根
本
的
な
非
対
称
性
が
存
在
し
て
お
り
､
そ
の
こ
と
は
､
第
三
世
界
の
み
な
ら
ず
､
日
本
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
つ
い
て

も
あ
て
は
ま
る
｣
の
で
す
互
｡
そ
し
て
そ
れ
は
事
実
で
す
｡
バ
リ
ヤ
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
､
東
京
､
ロ
ン
ド
ン
､
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
､
ブ
ダ
ペ
ス
ト
､
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
お
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い
て
も
､
ま
た
マ
ニ
ラ
や
ヨ
ハ
ネ
ス
プ
ル
ク
に
お
い
て
も
､
い
わ
ゆ
る
｢
ア
メ
リ
カ
的
｣
な
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
存
在
が
認
め
ら
れ
､
し
た
が
っ
て
そ
の
増
殖
が
証

明
さ
れ
て
い
ま
す
｡
の
み
な
ら
ず
､
テ
ヘ
ラ
ン
や
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
､
北
京
の
よ
う
な
都
市
に
お
い
て
さ
え
､
ア
メ
リ
カ
的
な
希
望
､
価
値
観
､
基
準
と
遭
遇
す
る
の
で

す｡

し
か
し
､
ジ
ュ
イ
ム
ソ
ン
は
続
け
ま
す
｡
｢
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
､
中
心
に
あ
る
種
の
盲
目
性
人
b
-
i
コ
d
コ
e
S
S
)
が
存
在
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣
〈
9
)

と
｡
つ
ま
り
非
対
称
性
と
誤
解
に
対
す
る
盲
目
性
で
す
｡
‥
ツ
エ
イ
ム
ソ
ン
は
こ
の
こ
と
を
英
語
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
ま
す
｡
つ
ま
り
､
英
語
は
リ
ン
ガ
･
フ
ラ
ン
カ

で
あ
る
一
方
､
特
定
の
文
化
の
言
葉
と
は
▲
い
い
難
.
い
ト
と
い
う
わ
け
で
す
｡

こ
う
し
た
盲
目
性
が
招
く
も
の
は
一
体
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
経
済
的
そ
し
て
政
治
的
側
面
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

･
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
産
の
回
路
と
と
も
に
､
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
､
支
配
の
新
た
な
論
理
と
構
造
､
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
新
た
な
主
権
の
形
態

が
出
現
し
て
い
る
の
だ
｡
帝
国
(
e
ヨ
p
-
r
e
)
と
は
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
交
換
を
有
効
に
調
整
す
る
政
治
的
主
体
の
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
世
界
を
統
治
し
て
い

る
主
権
的
権
力
で
あ
る
｡
(
略
)
し
か
し
､
国
民
国
家
の
主
権
の
衰
退
は
､
主
権
そ
の
も
の
が
衰
退
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
(
略
)
主
権

は
､
新
た
な
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
し
か
も
､
こ
の
新
た
な
形
態
は
､
単
一
の
真
理
の
論
理
の
も
と
に
結
ば
れ
た
一
連
の
国
家
的
ま
た
超
国
家
的
な
組
織

体
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
主
権
形
琴
｣
そ
､
わ
れ
わ
れ
が
帝
国
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
(
略
)
実
際
い
か
な
る
国
民
国
家
も
､

今
日
､
帝
国
主
義
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
､
合
州
国
も
ま
た
中
心
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
｡
帝
国
主
義
は
終
わ
っ

た
Q
今
後
､
い
か
な
る
国
家
も
､
か
つ
て
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
あ
り
方
で
世
界
の
指
導
者
に
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
〈
川
〉
｡

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
よ
る
帝
国
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
は
､
ジ
ュ
イ
ム
ソ
ン
が
記
述
し
た
今
日
の
状
況
と
非
常
に
適
合
す
る
も
の
で
す
｡
帝
国
は
あ
る
中
心
を

も
つ
と
い
う
よ
り
､
ひ
と
連
な
り
の
中
心
群
を
も
つ
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
国
家
的
で
は
な
く
超
国
家
的
な
基
盤
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
す
｡
帝
国
は
同
一
の
｢
論

理
｣
に
よ
っ
て
､
つ
ま
り
､
同
一
の
､
ま
た
は
似
た
よ
う
な
法
律
や
商
果
や
振
る
舞
い
等
々
に
関
す
る
規
則
に
よ
っ
て
､
ま
た
､
同
層
の
商
品
化
の
あ
り
か
た
に
よ
っ

て
も
結
治
し
て
い
ま
す
｡
そ
の
商
品
化
と
は
､
い
わ
ゆ
る
｢
視
覚
的
(
く
i
s
邑
)
｣
ま
た
は
｢
映
像
的
官
t
｡
r
i
a
三
な
転
回
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
消
費
文
化
の
生
産
及

び
消
費
と
結
び
つ
い
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
文
化
的
な
消
費
財
が
全
世
界
的
に
取
引
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､
い
ま
一
度
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
こ
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と
は
､
こ
こ
で
私
は
､
ア
メ
リ
カ
文
化
の
意
識
的
な
優
位
性
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
も
､
サ
ミ
ュ
エ
ル
･
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
そ
の
有
名
な
一
九
九
大

年
の
著
書
で
喧
伝
し
た
｢
文
明
の
衝
突
｣
な
ど
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
も
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
う
で
は
な
く
､
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
､
あ
る

｢
ロ
ジ
ッ
ク
｣
ま
た
は
｢
ド
ミ
ナ
ン
ト
｣
が
現
在
作
動
し
て
お
り
､
そ
れ
に
も
っ
と
も
適
合
す
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
消
費
文
化
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
う
し

た
枠
組
に
お
い
て
は
じ
め
て
､
先
に
言
及
し
た
ア
メ
リ
カ
文
化
の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
ジ
ュ
イ
ム
ソ
ン
の
観
察
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
す
｡
ア
メ
リ
カ
文
化
は
､

例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
文
化
､
つ
ま
り
言
語
や
歴
史
や
伝
統
､
そ
し
て
し
ば
し
ば
歴
史
的
な
国
家
の
領
土
が
最
も
重
要
と
な
る
文
化
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
｡
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
､
世
界
の
多
く
の
地
域
と
同
様
に
､
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
･
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
一
九
八
三
年
の
同
名
の
著
書
に
お
い
て
｢
想
像
の
共
同
体
｣
と
呼
ん

だ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帰
属
の
感
覚
は
､
今
述
べ
た
よ
う
な
決
定
因
に
基
づ
く
親
密
な
感
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
た
感
情
こ
そ
が
､
｢
二
人
の
人
間
が
同

じ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
属
し
て
い
る
と
い
え
る
の
は
､
そ
の
人
々
が
同
じ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
属
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
む
互
い
に
信
じ
て
い
る
場
合
で
あ
り
､

ま
た
そ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
そ
う
い
え
る
の
で
あ
る
｣
〈
=
)
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
述
べ
た
事
態
を
引
き
起
こ
す
の
で
す
｡

先
に
述
べ
た
有
心
に
お
け
る
盲
目
性
｣
は
､
中
心
と
周
縁
の
関
係
の
変
化
､
あ
る
い
は
そ
の
消
滅
を
も
剥
き
起
こ
し
ま
す
｡
こ
の
変
化
は
､
表
面
的
な
レ
ベ
ル
で

は
､
誰
も
が
周
縁
に
い
る
､
と
い
う
か
な
り
一
般
的
な
感
情
と
し
て
反
映
さ
れ
ま
す
｡
ヘ
ル
シ
ン
キ
や
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
住
む
人
々
は
､
重
要
な
事
柄
(
蒙
コ
g
S
)
は

ど
こ
か
別
の
場
所
､
例
え
ば
パ
リ
､
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
､
ブ
ダ
ペ
ス
ト
､
サ
ン
パ
ウ
ロ
､
東
京
､
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
､
バ
ー
ク
レ
ー
､
北
京
な
ど
の
大
都
市
で
起
こ
っ

て
い
る
と
し
ば
し
ば
感
し
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
の
大
都
市
に
す
む
人
々
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
も
､
想
像
さ
れ
た
｢
中

心
｣
は
自
分
が
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
す
｡
唯
一
の
解
決
策
は
､
中
心
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
､
単
一
の
､
あ
る
い
は
二
つ
か
三
つ
の
限

ら
れ
た
中
心
な
ど
も
は
や
存
在
し
な
い
､
と
い
う
事
実
に
慣
れ
る
こ
と
で
す
｡
知
的
世
界
も
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
も
､
回
復
不
可
能
な
ほ
ど
に
脱
中
心
化
､
ま
た
は
分
解
､
.

ま
た
は
拡
散
し
て
い
ま
す
｡
こ
う
し
た
事
態
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
､
新
し
い
､
そ
し
て
と
り
わ
け
瞬
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
必
要
で
し
た
｡
飛

行
機
そ
の
他
の
輸
送
手
段
の
み
な
ら
ず
､
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
そ
の
手
段
と
な
り
ま
し
た
｡
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
地
理
的

に
ど
こ
に
い
る
の
か
､
ど
こ
で
何
か
を
す
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
｡
物
理
的
に
ど
こ
に
い
よ
う
と
､
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の

文
化
的
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
｡
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W
←
ヲ
､
ツ
チ
ェ
ル
は
､
｢
映
像
的
転
回
(
p
i
c
t
｡
邑
ど
ヨ
)
｣
と
い
う
概
念
を
論
じ
た
著
書
『
絵
画
の
理
整
の
な
か
で
､
次
の
テ
ー
ゼ
を
提
起
し
ま
し
た
｡
｢
も
七
映

像
的
転
回
が
人
間
科
学
に
お
い
て
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
､
美
術
史
は
現
在
の
理
論
的
な
周
縁
の
地
位
か
ら
､
知
的
世
界
の
中
心
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
美
術
史
が
､
そ
の
主
賓
な
理
論
的
対
象
で
あ
る
視
覚
表
象
(
v
i
s
u
a
-
r
e
p
r
e
s
e
n
g
-
○
コ
)
に
つ
い
て
､
他
の
人
間
科
学
諸
分
野
に
お
い
て
も

活
用
可
能
な
説
明
を
与
え
る
試
み
宣
な
る
こ
と
に
よ
ケ
て
で
あ
る
｣
(
冒
こ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
十
年
を
経
た
今
日
の
視
点
か
ら
は
､
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
予
期
は
空
し
く
響
き

ま
す
｡
代
わ
り
に
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
､
美
学
が
､
十
年
前
に
は
瀕
死
の
､
ま
た
は
少
な
く
と
も
衰
退
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
芸
術
と
文

化
に
関
す
る
人
文
科
学
と
し
て
生
起
し
､
隆
盛
を
迎
え
て
い
る
､
と
い
う
事
態
で
す
｡
な
ぜ
､
そ
し
て
い
か
に
し
て
､
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
?
私
は
既
に
述
べ
た
見
方
を
繰
り
返
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
､
現
在
の
美
学
の
魅
力
は
､
概
念
的
に
精
密
で
発
達
し
た
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
､

逆
に
､
複
数
の
異
な
る
規
定
の
仕
方
を
許
容
す
る
よ
う
な
､
あ
や
ふ
や
で
定
義
さ
れ
て
い
な
い
性
質
に
負
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
美
学
は
､
多
様
な
､

そ
し
て
時
に
は
ほ
と
ん
ど
協
約
不
可
能
な
学
問
領
域
及
び
活
動
の
す
べ
て
の
ス
ペ
ク
ト
ル
を
一
緒
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
空
虚
な
指
示
記
号
と
し
て
広
く
機
能
し
て
い

る
の
で
す
｡
そ
の
範
囲
は
美
術
史
か
ら
｢
新
し
い
美
術
史
(
n
e
w
a
ユ
h
i
s
t
O
且
｣
ま
で
､
人
類
学
や
カ
ル
チ
ェ
ラ
ル
･
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
か
ら
美
術
批
評
に
ま
で
及
び
ま
す
｡

美
学
は
､
あ
る
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
中
で
対
立
し
競
合
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
の
間
で
､
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
部
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
出
会
い
と
対

話
が
可
能
と
な
る
中
立
地
帯
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
｡
今
述
べ
た
美
術
史
と
｢
新
し
い
美
術
史
｣

の
未
だ
不
確
定
な
関
係
は
､
そ
の
好
例
で
す
｡
同
じ
こ
と
は
､
ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
哲
学
の
伝
統
と
分
析
美
学
の
関
係
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
｡
美
学
の
領
域
に
お
い
て
は
､
様
々
な
理
論
的
ま
た
学
問
的
志
向
が
､
他
で
は
見
出
し
難

い
よ
う
な
共
通
の
土
台
を
獲
得
し
う
る
の
で
す
｡

数
十
年
前
美
学
は
芸
術
と
実
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
今
日
で
は
き
わ
め
て
多
様
な
理
論
的
言
説
が
共
存
し
並
行
す
る
領
域
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
今
日
で
は
明

ら
か
に
､
美
学
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
権
力
と
い
う
よ
り
､
何
か
の
｢
第
二
の
性
質
(
s
e
c
O
コ
d
コ
a
2
邑
｣
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
｢
第
一
.
の
性
質
｣
が
､
例
え
ば
美
術

史
､
比
較
文
学
､
脱
構
築
､
批
判
理
論
､
芸
術
社
会
学
､
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル
･
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
､
音
楽
学
､
舞
静
理
論
な
ど
､
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
､
で
す
｡

｢
帝
国
｣
の
場
合
と
同
じ
く
､
美
学
も
中
心
を
も
っ
て
い
な
い
｡
と
い
う
よ
り
も
相
異
な
る
複
数
の
中
心
を
備
え
て
い
ま
す
｡
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
､
例
え
ば
美
術
史

と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ま
す
｡
｢
美
術
史
｣
そ
れ
自
体
は
(
そ
の
い
く
つ
か
の
修
正
版
を
別
と
す
れ
ば
)
そ
の
歴
史
的
な
出
生
地
､
即
ち
一
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
の
ヴ
ィ
ー
ン
､
と
未
だ
に
直
接
的
に
､
ま
た
排
他
的
に
関
連
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
か
ら
｡



も
し
近
い
過
去
に
は
､
美
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
か
ら
分
岐
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
現
在
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

日
本
や
中
国
､
イ
ン
ド
､
ロ
シ
ア
､
ア
フ
リ
カ
な
ど
に
お
い
て
､
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
及
び
ロ
ー
カ
ル
な
美
学
の
伝
統
が
現
出
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
｡
こ
の
場
合
､
ま

た
多
く
の
他
の
事
例
に
お
い
て
､
｢
美
学
｣
は
い
ま
や
単
な
る
テ
ク
.
二
カ
ル
･
タ
ー
ム
と
見
な
さ
れ
､
ま
た
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
お
り
､
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

的
な
意
味
は
剥
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
の
で
す
｡
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
､
例
え
ば
､
ア
ジ
ア
の
美
学
看
た
ち
が
､
･
日
本
や
韓
国
の
よ
う
に
､
独
自
の
種
類
の
美
学
を
発
展

さ
せ
な
が
ら
､
そ
れ
で
も
美
学
と
い
う
語
を
維
持
し
て
い
る
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
｡
そ
う
し
た
場
合
､
新
し
い
語
を
提
示
す
る
ほ
う

が
､
多
大
な
歴
史
的
な
規
定
を
担
わ
さ
れ
た
語
を
流
用
し
修
正
す
る
よ
り
は
(
美
学
と
い
う
語
が
既
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
は
い
え
)
､
彼
ら
彼
女
ら

に
と
っ
て
ず
っ
と
簡
単
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

大
部
分
に
お
い
て
､
美
学
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
学
問
的
言
説
及
び
理
論
的
枠
組
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
止
め
て
お
り
､
そ
の
か
わ
り
､
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
､
ま
た
リ
ー

ジ
ョ
ナ
ル
な
､
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
な
意
味
が
大
量
に
付
与
さ
れ
う
る
語
と
な
り
は
じ
め
て
い
ま
す
｡
｢
美
学
｣
は
あ
た
か
も
先
に
述
べ
た
｢
中
心
｣
と
い
う
概
念
と
同
.

棟
の
過
程
を
経
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
｡
つ
ま
り
､
わ
れ
わ
れ
は
み
な
美
学
を
し
て
い
な
が
ら
､
ど
こ
か
他
の
と
こ
ろ
に
｢
本
物
の
｣
美
学
が
存
在
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
し
か
し
そ
の
｢
ど
こ
か
｣
と
は
ど
こ
な
の
で
し
ょ
う
か
?
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
過
去
で
あ
り
ま
す
｡
つ
ま
り
､
美
学
に
関

す
る
過
去
の
解
釈
や
意
味
が
､
わ
れ
わ
れ
が
今
日
美
学
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
も
の
を
決
定
し
て
い
る
の
で
す
｡

相
互
に
異
な
る
､
そ
し
て
矛
盾
し
さ
え
す
る
知
識
と
理
論
的
言
説
の
領
域
の
発
散
的
(
d
i
v
e
扁
阜
な
集
団
と
し
て
の
美
学
が
可
能
と
な
る
の
は
､
精
密
に
定
義
さ

れ
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
ま
す
｡
美
学
は
複
数
の
解
釈
を
許
す
普
遍
的
意
味
を
担
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
特
徴
こ
そ
が
美
学
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
概
念
と
し
て
模

能
さ
せ
て
い
る
の
で
す
｡
同
様
に
､
厳
密
な
｢
定
義
｣
は
硬
直
し
た
も
の
へ
と
変
化
し
う
る
の
み
な
ら
ず
､
次
の
よ
う
な
事
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
｡
つ

ま
り
美
学
は
､
(
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
述
べ
た
よ
う
な
)
｢
哲
学
と
い
う
宮
殿
の
一
翼
｣
に
は
も
は
や
な
く
､
い
ま
や
伝
統
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
み
な
ら
ず
文
化
的
差
異
に

も
と
ら
わ
れ
な
い
横
断
的
知
識
な
■
の
だ
と
い
う
事
実
で
す
｡
そ
し
て
こ
の
文
化
的
差
異
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
点
に
関
し
て
､
近
年
特
に
こ
の
知
識
の
生
産
的
な
性

質
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
に
関
し
て
は
､
(
例
え
ば
一
九
九
人
年
の
リ
エ
ブ
リ
ア
ー
ナ
と
二
〇
〇
一
年
の
幕
張
で
の
国
際
美
学
会
議
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
､
)
日
本
や
韓
国
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仲
間
た
ち
が
開
始
し
た
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
美
学
と
ア
ジ
ア
の
文
化
的
･
理
論
的
伝
統
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す

る
努
力
と
い
う
こ
と
も
私
の
念
頭
に
あ
り
ま
す
｡

こ
う
し
た
事
態
が
可
能
と
な
る
の
は
､
そ
れ
自
体
と
し
て
の
美
学
が
死
滅
し
､
美
学
と
い
う
も
の
は
ま
ず
も
っ
て
自
身
の
環
境
に
お
い
て
有
効
な
理
論
的
活
動
で
あ

る
べ
き
で
あ
っ
て
､
ど
こ
か
遠
く
に
あ
る
文
化
的
中
心
(
そ
れ
が
現
実
の
も
の
で
あ
っ
て
も
想
像
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
)
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
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が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
｡
こ
の
可
能
性
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
美
学
の
変
容
可
能
性
と
概
念
的
な
可
鍛
性
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
､
そ

の
存
続
と
役
割
の
増
大
が
可
能
と
な
る
の
で
す
が
､
そ
の
結
果
､
か
つ
て
の
理
論
的
厳
密
性
の
多
く
も
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
｡
そ
の
こ
と
は
､
今
日
､
美
学
を

普
遍
的
な
､
ま
た
全
体
的
な
仕
方
で
定
義
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
､
(
研
究
課
題
と
し
て
に
せ
よ
現
在
の
理
解
の
単
な
る
記
述
と
し
て
に
せ
よ
)
全
く
な
い
と
い
う
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
｡
あ
た
か
も
美
学
者
も
そ
れ
以
外
の
人
々
も
､
美
学
を
未
定
義
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
中
心
を
欠
き
､
確
定
し
た
境
界
や
ク
リ
ア

ー
カ
ッ
ト
な
特
質
を
持
た
な
い
学
問
領
域
と
し
て
､
そ
の
存
続
と
強
化
を
許
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
｡
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
､
今
日
存
在
し
て
い
る
美
学
は
､

部
分
的
に
定
義
さ
れ
た
諸
観
念
の
領
域
で
あ
り
､
.
そ
れ
は
｢
美
学
｣
上
し
て
存
在
し
て
は
い
る
も
の
の
､
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
､
地
域
的
で
､
ロ
ー

カ
ル
で
､
一
時
的
な
妥
当
性
の
み
を
求
め
る
も
の
な
の
で
す
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､
美
学
は
現
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
状
況
の
一
部
分
､
一
区
画
を
な
す
の
で
あ
り
､
そ

れ
ゆ
え
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
の
一
部
分
で
も
あ
る
の
で
す
｡

ロ
ー
ラ
ン
ド
･
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
､
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
｢
普
遍
的
な
も
の
の
特
殊
化
と
､
特
殊
な
も
の
の
普
遍
化
か
ら
な
る
二
重
の
プ
ロ
セ
ス
｣
で
あ

る
と
述
べ
ま
し
た
〈
1
3
〉
｡
こ
れ
は
､
美
学
の
場
合
､
次
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
｡
一
方
で
は
ロ
ー
カ
ル
な
条
件
と
､
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
)
な
条
件
と
の
関

連
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
､
他
方
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
､
そ
し
て
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
(
あ
る
い
は
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
)
諸
伝
統
を
国
際
的
(
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
)
な
枠
組
ま
た
は
参
照
関
係
の
場
へ
と
送
り
込
む
普
遍
化
(
u
コ
i
く
e
召
-
i
田
【
i
O
n
)
が
存
在
し
て
い
る
､
と
い

う
こ
と
で
す
｡
･
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
｡
二
､
三
十
年
ま
ぃ
え
に
は
｢
美
学
｣
は
､
(
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ
ツ
､
英
米
､
日
本
､
正
統
マ
ル
ク
ス
主
義
､
と
い
っ
た
よ
う
に
)

文
化
的
な
線
に
よ
つ
て
区
分
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
諸
伝
統
の
共
存
に
関
し
て
､
あ
る
美
学
の
伝
統
に
つ
い
て
議
論
し
て
も
よ
い
の
は
各
々
の
｢
専
門
家
｣
の

み
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
｡
つ
ま
り
､
中
国
文
化
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
は
中
国
学
者
で
あ
り
､
日
本
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
し
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
の
は
日
本
の
美
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
の
で
す
｡
お
よ
そ
二
十
年
前
か
ら
､
こ
れ
ら
の
互
い
に
異
な
る
諸
伝
統
を
結
集
さ
せ
､
文
化
的
な
区
分
を
横
断
し

て
正
当
な
議
論
が
可
能
な
共
通
の
基
盤
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み
が
発
達
し
始
め
ま
し
た
｡
ノ
ー
マ
ン
･
プ
ラ
イ
ソ
ン
が
､
直
示
的
標
識
(
d
e
i
c
t
i
c
ヨ
a
r
k
e
邑
と
直
示

的
参
照
(
d
e
i
c
t
i
c
r
O
菅
e
コ
C
e
S
)に
つ
い
て
､
ま
た
そ
こ
か
ら
西
洋
絵
画
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
所
在
地
と
し
て
の
身
体
の
消
失
に
つ
い
て
議
論
し
た
際
に
､
古
典
中
国

絵
画
を
実
証
的
な
例
と
し
て
用
い
た
■
こ
と
(
川
)
を
思
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
｡
以
来
､
そ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
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.Ⅱ
グ
■
ロ
ー
バ
ル
な
見
地
か
ら
み
た
場
合
､
美
学
は
現
在
で
も
い
く
つ
か
の
文
化
的
帝
国
(
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
ド
イ
ツ
ヤ
フ
ラ
ン
ス
､
英
米
)
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
ら
相
互
の
間
の
､
(
主
に
言
語
的
障
壁
に
基
づ
く
)
鋭
い
境
界
線
の
大
部
分
は
消
滅
し
て
い
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
帝
国
の
支
配
権
は
､

地
域
的
な
伝
統
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
､
あ
る
い
は
と
っ
て
代
わ
ら
れ
さ
え
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
地
域
的
伝
統
と
は
､
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
小
規
模
な
文
化
に
お
い
て

多
様
な
理
論
的
伝
統
が
混
ざ
り
合
っ
て
新
た
な
理
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
)
新
た
に
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
､
ま
た
(
ロ
シ
ア
に
お
い
て
ソ
ビ

エ
ト
革
命
以
前
の
哲
学
が
主
流
と
し
て
復
興
し
て
い
る
よ
う
に
)
歴
史
的
な
過
去
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
｡

こ
ケ
し
て
､
美
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
図
に
は
､
.
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
の
特
徴
を
共
有
し
な
が
ら
､
他
の
特
徴
は
共
有
し
な
い
､
異
な
る
中
心
､
国
々
､
地
域
､
あ

る
い
は
大
陸
か
ら
な
る
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
が
出
現
し
た
の
で
す
｡
例
え
ば
､
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
美
学
の
特
徴
と
し
て
､
大
陸
の
哲
学
､
と
り
わ
け
精
神
分
析
､
記
号
論
､

批
評
理
論
､
脱
構
築
と
い
っ
た
一
連
の
新
し
い
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
､
同
時
に
､
近
年
美
学
的
な
考
察
の
対

象
に
な
り
つ
つ
あ
る
ロ
ー
カ
ル
な
芸
術
的
ま
た
文
化
的
器
物
(
巴
ま
わ
岩
t
)
に
つ
い
て
の
注
目
と
い
う
点
も
特
徴
的
で
す
｡
そ
れ
と
並
行
し
て
､
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
は

ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
的
な
文
化
研
究
も
存
在
し
､
そ
れ
は
多
く
の
哲
学
的
性
質
を
備
え
て
い
ま
す
が
､
そ
う
し
た
研
究
の
賛
同
者
は
自
身
の
研
究
が
美
学
や
哲
学
で
あ

る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
〈
冨
岡
様
に
､
近
年
美
学
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
中
国
で
は
､
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
理
論
的
伝
統
が
強
調
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
､
そ
れ
は
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
遺
産
や
､
新
た
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
合
州
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
理
論
と
し
ば
し
ば
結
合
し
て
い
ま

す
｡
･こ
れ
ら
の
例
は
､
近
年
の
美
学
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
存
在
し
て
い
る
き
わ
め
て
大
境
模
な
､
そ
し
て
き
わ
め
て
多
様
な
理
論
的
影
響
力
の
一
端
を
暗
示
し
て
い

る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
0
哲
学
や
美
学
に
お
い
て
は
､
影
響
力
は
容
易
に
同
化
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
と
い
う
の
も
､
そ
の
よ
う
な
同
化
の
過
程
で
は
､
字
義
通

り
の
理
解
の
た
め
に
多
大
な
知
的
努
力
が
必
要
と
な
る
の
み
な
ら
ず
､
そ
れ
と
関
連
し
て
､
文
化
的
差
異
を
乗
り
越
え
､
あ
る
理
論
を
自
ら
の
文
化
的
･
理
論
的
タ
ー

ム
に
よ
っ
て
理
解
す
る
努
ガ
も
求
め
ち
れ
る
た
め
で
す
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､
象
徴
的
所
有
物
と
し
て
の
思
考
盲
a
)
は
通
常
の
商
品
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
｡

つ
ま
り
､
あ
る
消
費
財
が
新
た
な
市
場
に
取
り
込
ま
れ
･
る
と
い
う
の
も
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
､
社
会
や
芸
術
ま
た
は
哲
学
に
関
す
る
あ
る
理
論
が
異

な
る
文
化
的
環
境
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
､
特
に
そ
れ
が
大
き
な
誤
解
を
引
き
撃
｣
す
こ
と
な
し
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
は
､
▲
通
常
の
消
費
財
の
場
合
よ
乃
も
さ
ら

に
困
難
で
あ
る
か
ら
で
す
｡
こ
の
こ
と
の
例
と
し
て
は
､
旧
社
会
主
義
国
に
お
け
る
コ
ン
セ
プ
チ
エ
ア
ル
･
ア
ー
ト
の
受
容
か
ら
､
中
国
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
ヤ
ア
メ
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リ
カ
の
美
学
の
受
容
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
｡
つ
ま
り
､
例
え
ば
｢
芸
術
の
死
｣
が
文
化
的
事
実
と
し
て
は
全
く
生
じ
て
い
な
い
中
国
に
お
い
て
は
､
そ
れ
に
関
す

る
ア
ー
サ
ー
･
ダ
ン
ト
ー
の
仕
事
は
､
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
仕
方
で
受
容
さ
れ
る
で
し
ょ
う
｡
中
国
に
お
い
て
は
､
同
様
の
こ
と
が
､
例
え
ば
モ
ダ

ニ
ズ
ム
ヤ
ア
ヴ
ア
ン
･
ギ
ャ
ル
ド
と
い
っ
た
よ
う
な
現
代
西
洋
文
化
の
中
心
的
な
概
念
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
｡
二
十
世
紀
の
中
国
の
文
化
史
に
お
い
て
は
モ

ダ
ニ
ズ
ム
や
ア
ヴ
ア
ン
･
ギ
ャ
ル
ド
に
相
当
す
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
(
1
6
)
｡

過
去
二
､
三
十
年
の
間
､
各
国
の
文
化
的
差
異
を
腐
小
さ
せ
る
か
に
見
え
る
文
化
的
過
程
に
対
抗
し
て
様
々
な
読
み
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ロ
ベ

ニ
ア
を
は
じ
め
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
点
上
ん
ど
の
場
合
､
.
知
識
人
や
政
府
ま
で
も
が
､
非
-
母
語
の
優
勢
を
国
語
に
と
っ
て
代
わ
る
(
さ
ら
に
は
そ
れ
を
危
機
に
追
い
や

る
)
と
見
な
し
､
そ
れ
に
対
抗
し
ょ
う
と
し
て
き
ま
し
た
｡
が
､
そ
の
試
み
の
多
く
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
｡
こ
れ
に
関
連
し
て
､
文
化
の
生
産
は
日
常
生
活
の
生

産
を
意
味
す
る
と
述
べ
た
ジ
エ
イ
ム
ツ
ン
は
､
あ
る
洞
察
を
与
え
て
い
ま
す
｡
彼
が
適
切
に
論
じ
る
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
､
｢
ヨ
ー
･
ロ
ッ
パ
､
つ
ま
り
か
つ
て
最
も
富
裕
で

優
雅
な
文
化
を
持
ち
､
日
を
見
張
る
べ
き
過
去
の
絢
欄
た
る
美
術
館
で
あ
り
､
端
的
に
は
､
モ
ダ
ニ
ズ
ム
そ
れ
自
体
の
過
去
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
､
独
自

の
マ
ス
文
化
の
生
産
形
式
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
同
様
に
､
旧
社
会
主
義
国
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
な
り
う
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
化
と
独
自
の
生
活
の

仕
方
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
､
第
三
世
界
に
お
い
て
は
､
過
去
の
諸
々
の
伝
統
主
義
が
衰
退
し
､
干
乾
び
て
し
ま
っ
た
｣
(
1
7
)
｡
ロ
ー
カ
ル
な
哲
学
あ
る
い
は
美
学

の
伝
統
の
存
在
が
､
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
的
生
産
や
独
自
の
生
活
様
式
の
存
在
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
､
過
去
の
歴

史
に
鑑
み
て
､
ほ
と
ん
ど
の
場
合
､
美
的
理
論
は
､
独
自
の
文
化
的
生
産
が

(
プ
ル
デ
ュ
ー
の
い
う
｢
制
限
的
な
｣
も
の
に
せ
よ
｢
大
規
模
な
｣
も
の
に
せ
よ
)
存
在

し
発
生
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
､
ま
た
そ
れ
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
｡
お
そ
ら
く
ロ
マ
ン
主
義
が
な
け
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
く
､
ロ
シ
ア
未
来
派
が
な
け
れ

ば
ロ
シ
ア
･
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
は
な
く
､
絵
画
と
彫
刻
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
メ
ル
ロ
=
ボ
ン
テ
ィ
は
な
く
､
さ
ら
に
は
ウ
ォ
ホ
ー
ル
と
デ

ュ
シ
ャ
ン
が
な
け
れ
ば
ア
ー
サ
ー
･
ダ
ン
ト
ー
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
｡
今
日
哲
学
や
美
学
に
お
い
て
可
能
な
の
は
､
も
は
や
リ
チ
ャ
ー
ド
･
シ
ュ
ス
タ
マ
ン
が
述
べ

た
文
化
的
ま
た
は
哲
学
的
帝
国
(
1
8
)
な
ど
で
は
な
く
､
個
別
の
思
考
で
あ
り
､
場
合
に
よ
っ
て
は
学
派
な
の
で
す
(
望
｡
こ
の
帰
結
と
し
て
､
ジ
グ
ム
ン
ト
･
バ
ウ
マ

ン
の
観
察
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
｡
バ
ウ
マ
ン
は
､
今
日
哲
学
者
は
立
法
者
(
-
e
g
i
s
-
a
t
O
r
)
で
は
も
は
や
な
く
､
解
釈
者
(
i
n
t
e
竜
e
t
e
r
)
で
あ
る
と
適
切
に
指
摘
し
ま
し
た
(
誓

言
い
か
え
れ
ば
､
今
日
で
は
､
誰
も
意
味
の
生
産
を
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
ず
､
あ
る
程
度
の
影
響
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
す
｡
現
在
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
､
ア
メ
リ
カ
と
比
肩
し
う
る
環
境
､
つ
ま
乃
.
独
自
の
経
済
力
に
よ
っ
て
享
え
ら
れ
た
独
自
の
文
化
的
特
徴
と
生
活
の
仕
方
を
も
ち
､
一
方

で
そ
の
経
領
力
が
そ
れ
ら
の
諸
特
徴
の
存
在
と
増
殖
を
補
助
し
拡
大
さ
せ
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
は
ぅ
な
環
境
が
､
た
と
え
理
想
的
な
条
件
下
で
あ
っ
て
も
可
能
で

あ
る
か
否
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
ま
す
｡
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Ⅳ

い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
文
化
的
･
芸
術
的
･
社
会
的
要
求
に
応
え
る
よ
う
な
美
学
を
発
展
さ
せ
振
興
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
?
特
に
､
わ

れ
わ
れ
が
現
在
で
も
部
分
的
に
残
存
し
て
い
る
文
化
的
帝
国
の
出
身
で
な
く
､
と
り
わ
け
､
英
語
で
の
刊
行
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
が
既
に
､
少
な
く
と
も
潜
在
的
に

は
｢
グ
ロ
ー
バ
ル
｣
な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
､
英
米
の
出
身
で
は
な
い
場
合
に
､
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
か
?
私
の
返
答
は
､

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
､
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
質
の
高
い
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
と
､
思
考
の
振
興
は
上
手
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
思
考
の
振
興
が
国
際
的
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
が
ロ
ー
カ
ル
ま
た
は
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
場
合
で
も
､
国
際
的
に

有
効
で
､
興
味
深
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ふ
｡
あ
ら
ゆ
る
個
別
の
､
ロ
ー
カ
ル
ま
た
は
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
出
来
事
は
､
何
ら
か
の
仕
方
で
､
普
遍
的
な
､
そ
れ

ゆ
え
国
際
的
な
有
効
性
と
関
心
を
有
し
て
い
る
の
で
す
｡

現
在
の
グ
ロ
ト
パ
ル
化
さ
れ
た
状
況
に
お
け
る
美
学
の
問
題
と
し
て
､
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
､
ま
た
は
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
環
境
下
に
お
け
る
美
学
の
役
割
と
位
置
付
け
と

い
う
問
題
が
一
方
に
あ
り
､
他
方
に
は
､
国
際
的
な
文
脈
に
お
け
る
同
様
の
問
題
が
あ
り
ま
す
｡
後
者
に
は
､
相
異
な
る
国
際
的
枠
組
に
お
け
る
相
異
な
る
諸
側
面
が

含
ま
れ
ま
す
｡
普
遍
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
的
枠
組
な
ど
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
ま
せ
ん
｡
最
も
生
産
的
な
モ
ッ
ト
ー
は
や
は
り
､
わ
れ
わ
れ
は
｢
グ
ロ

ー
バ
ル
に
考
え
､
ロ
ー
カ
ル
に
行
動
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
｡
わ
れ
わ
れ
は
幅
広
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
が
必
要
で
す
｡
し
か
し
､
わ

れ
わ
れ
が
普
段
そ
こ
に
お
い
て
活
動
し
ょ
う
と
す
る
自
身
の
ロ
ー
カ
ル
な
状
況
に
つ
い
て
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
｡
そ
の
帰
結
と
し
て
の
両
者
の
弁
証

法
的
な
関
係
は
､
わ
れ
わ
れ
を
両
者
に
関
す
る
達
成
へ
と
導
く
で
し
ょ
う
｡
私
の
国
で
は
､
ロ
ー
カ
ル
､
ま
た
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
専
門
家
以
外
に

は
誰
も
｢
国
際
的
｣
な
関
心
を
払
わ
な
い
､
と
不
平
を
も
ら
す
学
者
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
｡
そ
れ
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
｡
必
要
な
の
は
､
ロ
ー
カ
ル
な
､
ま
た

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ト
ピ
ッ
ク
を
国
際
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
設
定
の
な
か
で
提
示
す
る
適
切
な
方
法
を
探
す
こ
と
な
の
で
す
｡
同
じ
こ
と
が
美
学
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
｡

も
し
私
が
例
え
ば
カ
ン
ト
の
美
学
に
つ
い
て
言
う
べ
き
な
に
か
有
意
義
な
こ
と
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
そ
れ
自
体
が
私
の
議
論
を
普
遍
的
か
つ
国

際
的
な
仕
方
で
提
示
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
で
し
ょ
う
｡
他
方
､
も
し
私
が
ロ
ー
カ
ル
な
ト
ピ
ッ
ク
の
振
興
を
促
し
た
い
場
合
､
外
国
の
読
者
の
関
心
を
引
き

つ
け
る
た
め
に
は
､
国
際
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
仕
方
に
よ
っ
て
､
グ
ロ
ー
バ
ル
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
｡
も
ち
ろ
ん
､
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
､
自
分
の
議
論
が
ロ
ー
カ
ル
ま
た
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
影
響
を
も
つ
と
い
う
だ
け
で
満
足
し
続
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
決

し
て
小
さ
く
は
な
い
達
成
で
す
)
｡
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
私
が
強
調
し
た
い
の
は
､
国
内
の
読
者
に
対
す
る
の
と
､
ま
た
国
際
的
に
強
い
印
象
を
残
す
の
で
は
､
二
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つ
の
異
な
る
努
力
が
必
要
だ
､
･
と
い
う
こ
と
で
す
｡
私
の
国
の
読
者
は
時
に
､
話
題
や
議
論
の
提
示
の
仕
方
に
関
し
て
､
国
際
的
な
､
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ

や
日
本
と
い
っ
た
特
定
の
外
国
の
読
者
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
期
待
を
も
っ
て
い
ま
す
｡

結
論
-
私
の
意
見
で
は
､
過
去
十
年
間
に
美
学
は
国
際
的
な
影
響
力
と
地
位
を
増
し
て
き
ま
し
た
｡
そ
の
理
由
の
一
端
は
､
先
進
国
に
お
け
る
文
化
と
芸
術
の
プ
レ

ゼ
ン
ス
の
増
大
で
あ
り
､
他
方
､
美
学
が
曖
昧
な
概
念
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
多
様
な
意
味
が
付
与
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

■
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
(
パ
｣
ッ
ナ
ル
､
ロ
.
-
か
ル
､
ナ
シ
ョ
サ
ル
､
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
)
美
学
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
振
興
j
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
国
際
的
な

要
求
水
準
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
水
準
は
通
常
は
高
く
､
厳
密
な
学
問
的
･
文
化
的
知
識
に
基
づ
い
て
い
ま
す
｡
そ
の
知
識
は
､
そ
れ
が
起
こ
つ

キ
ま
た
は
そ
れ
が
現
に
機
能
し
て
い
る
場
所
で
の
研
究
に
お
い
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
も
の
で
す
｡
ロ
ー
カ
ル
な
読
者
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
読
者
の
間
に
は
､
要
求
や

期
待
に
お
い
て
し
ば
し
ば
ず
れ
が
存
在
し
て
い
る
た
め
､
あ
る
思
考
が
､
両
方
の
読
者
に
お
け
る
共
振
を
生
み
出
す
の
が
困
難
な
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
｡
グ
ロ

ー
バ
ル
な
文
化
的
状
況
が
よ
り
安
定
す
る
ま
で
は
(
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
と
仮
定
し
て
､
.
で
す
が
)
､
美
学
が
単
一
の
規
定
し
か
持
た
な
く
な
る
､
あ
る
い

は
過
去
に
お
い
て
美
学
の
意
味
が
少
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
文
化
に
由
来
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
形
で
､
少
数
の
支
配
的
な
規
定
し
か
持
た
な
く
な

る
な
ど
ど
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
｡
美
学
は
そ
れ
ゆ
え
､
多
様
な
仕
方
で
､
多
面
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
運
命
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
つ
ま
り
､

一
方
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
､
占
｣
ヵ
ル
､
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
状
況
と
必
要
に
､
他
方
で
は
普
遍
主
義
と
し
て
理
解
し
う
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
拡
大
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
す
｡
･
.
相
異
な
る
文
化
や
相
異
な
る
美
学
の
伝
統
間
で
の
思
索
の
交
換
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
で
し
ょ
う
｡
こ
の
過
程
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
す
｡
な
ぜ
な
ら
そ
れ

に
よ
っ
て
､
以
前
に
は
自
分
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
､
ま
た
疎
遠
で
あ
っ
た
伝
統
や
思
索
に
よ
っ
て
自
己
自
身
が
豊
か
に
な
り
う
る
か
ら
で
す
｡
現
在
ま
で
､
各
々
の

伝
統
は
､
▲
そ
の
有
効
性
に
関
し
て
独
自
の
規
則
を
設
定
し
て
き
ま
し
た
｡
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
に
お
い
て
は
､
各
々
の
規
則
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
則
､
つ
ま
り
､
.
他
の

諸
伝
統
に
由
来
し
な
が
ら
､
現
在
､
遠
く
離
れ
た
等
価
物
と
対
時
し
て
い
る
諸
規
則
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
で
し
ょ
う
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
文

化
の
ア
ナ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
取
り
違
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
｡
し
た
が
っ
て
､
世
界
中
の
美
学
者
に
は
､
こ
の
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
美
点
､
つ
ま
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
､
ロ
ー
カ
ル
､
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
特
徴
を
維
持
し
っ
つ
､
批
判
的
な
意
味
に
お
い
て
国
際
的
で
あ
る
と
い
う
美
点
を
さ
ら
に

追
求
す
る
こ
と
が
任
さ
れ
て
い
ま
す
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
均
質
性
や
商
品
此
を
強
要
し
､
哲
学
の
､
そ
し
て
芸
術
と
美
の
哲
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
美
学
の
批
判
的
な
性
質

を
蔑
ろ
に
す
る
の
で
は
な
く
､
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
道
筋
を
選
び
と
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡

248



注
(
1
)
≧
e
岩
甘
く
芦
〉
〉
P
b
ニ
O
S
O
p
h
y
‥
Z
a
t
i
O
邑
a
コ
d
【
三
e
ヨ
a
t
i
O
邑
(
(
}
罫
､
竜
更
訂
竜
ぎ
v
O
-
.
岸
n
〇
.
三
〇
c
t
O
b
彗
-
苫
｣
)
.
旨
い
軍
〕
岸
A
l
汲
E
普
く
e
C
一
〉
〉
G
-
O
b
a
一
>
e
～
t
h
e
t
i
c
s
a
コ
d
t
h
已
>
と
A
I
E
〈
〈
-

吉
き
わ
臣
ミ
賢
ヨ
許
可
軍
声
N
u
(
N
書
N
)
毒
.
ご
や
を
参
照
の
こ
と
が

(
2
)
特
に
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
､
六
〇
年
代
半
ば
以
降
に
発
展
し
､
後
に
し
ば
し
ば
｢
ポ
ス
ト
構
造
主
義
｣
と
名
指
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
系
の
諸
理
論
で
あ
る
｡

(
3
)
R
O
-
a
n
d
R
O
b
e
誌
0
コ
も
g
已
打
ミ
ぎ
㌧
旨
c
邑
⊇
Q
Q
勺
§
q
G
､
Q
訂
､
9
､
､
S
(
ど
n
d
O
n
‥
S
a
g
e
2
b
-
i
邑
-
○
己
-
や
ぶ
も
p
｣
ヨ
･
-
声
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
諸
理
論
の
概
観
に

は
F
邑
e
計
k
B
u
e
ニ
一
き
､
､
Q
3
已
9
､
き
扁
§
q
旨
寿
ミ
G
し
ぎ
已
官
､
§
(
B
a
-
t
i
ヨ
○
声
J
O
h
ヨ
H
O
p
k
i
n
s
U
n
i
v
O
邑
マ
P
言
S
S
-
遥
e
を
参
照
の
こ
と
｡

(4)F邑計J空∃石SOコ一〉〉NOteSOコG-Oba=邑iOコaSaPhilOSOphica〓ss亡e一〈(iコF邑計Jaヨ巾SOn呂dM試pOMiyOShi(e訝).ヨQ9､き壱旦G訂訂､ぎ､､…3亡rhaヨaコdrOコdOコ‥

D
u
k
e
U
n
i
<
e
邑
マ
P
r
e
s
s
】
若
草
p
.
笠
.

(5)特にAきurD邑｡◆〉〉→heDeaき｡rぎ〈〈inBeせどg(ed･)盲昌邑か阜ゝミ盲wざrk‥Ha<enヲ旨-icat-｡nS-萎)を参照のこと｡(
6
)
吉
-
官
コ
閃
≦
0
-
s
c
b
こ
)
M
O
d
e
ヨ
i
t
訂
t
p
O
S
t
ヨ
乱
e
ヨ
i
t
貫
卜
缶
9
ぎ
⊇
熟
⊇
､
ぎ
名
言
】
n
〇
.
ヱ
A
旨
ヨ
n
e
-
悪
声
p
.
N
u
･
ま
た
､
妻
)
-
厨
ぢ
g
`
訂
-
s
c
b
-
S
莞
為
き
h
富
Q
計
⊇
巾
ゝ
さ
熟
⊇
Q

(
≦
訂
-
コ
h
e
i
ヨ
‥
A
c
a
F
h
u
ヨ
a
n
i
O
⊇
】
巻
こ
を
も
参
照
の
こ
と
｡

(
7
)
S
e
O
F
邑
計
l
a
ヨ
n
S
O
n
.
き
h
ぎ
○
計
⊇
訂
ヨ
ー
Q
六
ヨ
m
C
旨
弓
已
卜
岳
､
c
旦
訂
､
句
〔
官
､
､
已
訂
ヨ
(
ど
n
d
O
n
‥
<
賀
岩
-
篭
】
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(8)J巴ゴeSOコ.〉)NO富0コG-Obali臣【iOnaSaPhi-OSOphica〓ssue}〈〈p.山野(
9
)
き
ざ
p
.
芦

(10)Mich邑〓ardtandAコtOコiONe官一昔､まCaヨb呈軍Mass.‥〓弓a乙Un-ve邑々PまSNO≡)畠.X-i･Xiく.[アントニオ･ネグリ､マイケル∴-トr帝国｣水島他

訳
､
以
文
社
､
二
〇
〇
三
年
､
三
･
六
頁
(
訳
者
付
記
･
本
稿
で
は
上
記
の
邦
訳
に
基
づ
き
部
分
的
に
訳
し
直
し
た
)
]

(
〓
)
E
ヨ
e
S
t
G
茎
コ
e
J
吉
､
､
Q
已
§
軋
き
-
､
す
云
､
訂
ヨ
(
O
x
訂
己
‥
C
O
ヨ
茎
U
コ
ー
v
巾
邑
マ
P
誘
S
】
冨
芦
p
｣
云
-

(
1
2
)
w
-
一
→
M
i
t
c
h
堅
こ
ざ
き
扁
ヨ
ぎ
月
三
C
b
i
c
a
g
O
‥
ヨ
O
U
n
-
く
0
⊇
i
々
O
r
C
b
i
c
a
g
O
P
岩
S
S
-
等
き
p
.
-
汁

[
ア
ー
ネ
ス
ト
･
ゲ
ル
ナ
ー
一
民
族
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
加
藤
訳
､
岩
波
書
店
､
二

〇
〇
一
年
]

(
1
3
)
こ
の
文
脈
で
は
E
.
W
S
且
a
の
｢
グ
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
g
-
宍
a
-
i
皇
の
概
念
も
考
慮
さ
れ
る
｡

(
1
4
)
N
O
∃
a
コ
一
B
q
s
O
n
一
家
Q
≡
已
.
蔓
ミ
言
⊇
～
ト
冬
c
さ
訂
G
烏
句
∋
e
w
〓
a
く
e
n
‥
垂
e
U
コ
i
<
e
邑
マ
P
戻
ュ
諾
ぃ
)
●
特
に
p
･
笠
以
降
を
参
照
の
こ
と
｡
プ
ラ
イ
ソ
ン
の
立
場
の
こ
の
側
面

に関する批判としては､≧n器官くOCこ〉≦sua】Cu-ど委〈inr弓こご軋Be邑琶Ota二e訝).h盲邑､c首r､蔓(A邑uの‥A巴ぎ岳Uniく邑マP岩SS-遥芦特にpp■会ムかを参
照
の
こ
と
｡

(
霊
例
え
ば
G
3
昏
M
O
S
q
亡
e
ぞ
)
S
O
b
岩
邑
㌃
-
O
b
a
l
i
邑
ぎ
y
d
i
ぎ
n
c
i
a
c
u
-
2
邑
(
(
古
A
賢
コ
a
≧
ヨ
a
至
e
d
.
)
】
詩
諷
詠
鼠
G
､
Q
琶
6
.
詫
ぎ
言
寄
彗
C
ミ
A
㌢
c
i
ぎ
E
d
i
c
i
｡
n
e
S
F
5
P
a
r

-
沃
A
ユ
e
s
り
告
N
)
一
p
p
.
巴
忘
こ
を
参
照
せ
よ
｡
こ
こ
で
は
ま
た
､
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
状
況
下
に
お
け
る
文
化
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
､
優
れ
た
説
明
が
碇
示
さ
れ
て
い
る
｡

(16)GaOMi旦u∵)POStとt旦aコきa字GardeAユinCbinaをn≧e岩甘<eC(ed.)一きhぎ｡旨ゴぎ§軋旨き旨QCミミ9邑､､…(Berke一｡y‥Uコー<3iぞOrCa-i訂ヨーaP崖SN暮u)･

特
に
p
p
.
N
ミ
･
N
念
.
を
参
照
の
こ
と
｡

(17)laヨeSOコ一)〉G-Obaニ邑iOコa冨PhニOSOphica〓ss亡e一〈人p.▲芦
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(
1
8
)
R
i
c
h
邑
S
b
邑
e
∃
S
こ
〉
A
e
s
t
b
e
t
i
c
s
B
e
冨
e
e
コ
N
a
t
㌻
巴
i
s
ヨ
a
n
d
】
三
e
ヨ
a
t
-
○
邑
i
写
.
〈
(
⊇
q
旨
E
ヨ
已
旦
ゝ
邑
訂
､
､
Q
§
已
ミ
?
喜
訂
き
く
〇
一
.
竿
声
N
･
(
S
p
ユ
コ
g
-
遥
]
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(
1
9
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
E
官
<
き
)
)
P
h
ニ
O
S
O
p
h
y
‖
N
a
t
i
O
n
a
-
a
n
d
-
n
t
当
a
t
i
O
邑
.
〈
を
参
照
せ
よ
｡

(
空
N
y
習
邑
B
a
u
ヨ
a
n
.
ト
童
旨
､
Q
喜
已
㌻
q
導
き
ま
C
a
ヨ
b
鼻
e
‥
≡
ミ
r
琵
-
還
)
.

[
本
稿
は
二
〇
〇
三
年
三
月
一
日
に
東
京
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
の
記
録
で
あ
る
｡
訳
出
に
あ
た
っ
で
､
一
部
日
本
学
術
振
興
会
の
助
成
を
受
け
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
｡
】
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