
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス

一

芸
術
の
自
然
模
倣
説
か
ら
形
式
主
義
的
芸
術
観
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か小

田

部

胤

久

A
･
ス
ミ
ス
二
｣
N
い
･
苫
)

に
､
『
模
倣
的
技
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
生
じ
る
模
倣
の
本
性
に
つ
い
て
』
〔
以
下
で
は
『
模
倣
的

技
術
論
』
と
略
称
す
る
〕
と
呼
ば
れ
る
論
考
が
あ
る
｡
.
こ
れ
は
没
後
公
刊
さ
れ
た
『
哲
学
的
主
題
に
関
す
る
試
論
』
(
一
七
九
五
年
)

に

お
い
て
始
め
て
公
表
さ
れ
た
が
､
お
そ
ら
く
八
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
T
)
｡

こ
の
論
考
は
､
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
､
十
八
世
紀
後
半
の
美
学
理
論
の
中
で
も
最
重
要
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
美
学
史
上
の
位
置
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
(
2
)
｡
そ
の
理
由
と
し
て
は
､
ス
ミ
ス
の
論
考

が
没
後
公
刊
さ
れ
､
後
代
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
(
3
)
､
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
主
た
る
理
由
は
､
ス
ミ

ス
の
論
考
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
同
時
代
の
議
論
か
ら
孤
立
し
た
理
論
と
し
て
現
れ
る
､
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
｡
な
る
ほ
ど
､
ス
ミ
ス
が

古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
芸
術
理
論
上
の
さ
ま
ざ
ま
の
著
作
を
多
読
し
て
い
た
こ
と
は
､
そ
の
蔵
書
目
録
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
(
4
)
｡
だ

が
､
彼
が
具
体
的
に
い
か
な
る
書
物
を
い
つ
頃
読
み
､
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
な
い
し
批
判
し
､
自
己
の
芸
術
理
論
を
構
築
し
て
い
っ

た
の
か
は
､
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
｡
彼
は
多
く
の
芸
術
理
論
書
を
研
究
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
『
模
倣
的
技
術
論
』
に
お
い
て

そ
れ
ら
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

だ
が
､
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
例
外
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
彼
が
『
模
倣
的
技
術
論
』
第
二
部
の
音
楽
論
に
お
い
て
､
1
･
=
1
･
ル
ソ

ー
の
言
日
楽
辞
典
』

(
一
七
六
八
年
)

の
｢
模
倣
｣

の
項
目
か
ら
か
な
り
の
部
分
を
自
ら
訳
し
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
(
5
)
｡
こ
の
ス

一
〇
七



一
〇
八

ミ
ス
の
論
考
が
｢
模
倣
的
技
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
｣
(
せ
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
｢
芸
術
｣
･
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
､
｢
模

倣
｣
克
ス
ミ
ス
に
と
っ
て

-
他の十人世紀中葉の理論家にとってと同様に†芸術の本質的規定をなす｡彼がルソーの

『
音
楽
辞
典
』
の
｢
模
倣
｣
の
項
目
に
注
目
し
た
の
は
､
当
然
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
｡
だ
が
､
｢
模
倣
｣
と
い
う
概
念
の
捉
え
方
が
両
者

に
お
い
て
異
な
る
た
め
に
､
･
あ
る
決
定
的
な
点
に
お
い
て
ス
ミ
ス
は
ル
ソ
ー
の
議
論
か
ら
離
れ
‥
最
終
的
に
器
楽
の
模
倣
性
を
否
定
す
る

に
い
た
り
､
.
器
楽
を
従
来
の
自
然
模
倣
説
と
は
全
く
異
っ
た
仕
方
で
正
当
化
す
る
｡
そ
こ
に
は
､
自
律
的
な
芸
術
作
品
と
い
う
近
代
的

芸
術
観
の
萌
芽
が
認
め
ち
れ
る
沌
周
知
の
よ
う
に
､
十
人
世
紀
の
後
半
は
､
古
代
ギ
リ
シ
.
ア
に
由
来
す
る
芸
術
の
自
然
模
倣
説
が
崩
壊

し
始
め
､
新
た
な
芸
術
理
念
が
拾
頭
し
っ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
(
7
)
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
議
論
を
比
較
検
討
す
る
こ

七
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
は
､
自
然
模
倣
説
が
い
か
に
解
体
し
て
い
く
の
か
､
一
そ
し
て
､
そ
の
解
体
を
支
え
た
芸
術
理
念
と
は

何
か
､
を
明
ち
か
に
す
る
こ
と
仁
ほ
か
な
ら
な
い
(
せ
｡

第
L
節
.
ル
ソ
I
の
･
｢
模
倣
｣
理
論

ま
ず
､
ル
ソ
ー
.
の
芸
術
理
論
に
お
け
る
｢
模
倣
｣

の
概
念
を
､
ス
ミ
.
ス
の
議
論
を
検
討
す
る
の
.
に
必
要
な
限
月
で
､
考
察
す
る
こ
と
に

し
よ
､
つ
(
9
)
｡

｢
す
べ
て
の
芸
術
(
b
e
a
u
x
･
a
r
t
S
)

は
､
バ
ト
ウ
ー
氏
が
示
し
た
よ
う
に
､
こ
の

〔
模
倣
と
い
う
〕
共
通
の
原
理
と
か
か
わ
る
｣

(
R
O
u
S
S
e
a
u
毒
芸
○
)
｡
こ
の
よ
う
に
､
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
､
模
倣
こ
そ
が
芸
術
を
芸
術
た
ら
し
め
る
原
理
で
あ
る
｡
彼
は
こ
こ
で
､
自
説
を

裏
づ
け
る
理
論
家
と
し
て
バ
ト
ウ
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
､
し
か
し
､
こ
の
ル
ソ
ー
の
模
倣
理
論
が
｣
種
の
論
争
的
性
格
を
帯
甘
て
い

る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
ル
ソ
ー
が
芸
術
の
原
理
を
(
と
り
わ
け
音
楽
の
そ
れ
を
)

｢
模
倣
｣

の
内
に
求
め
る

と
き
､
そ
れ
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
へ
の
批
判
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ふ
｡
｢
音
楽
は
自
然
的
音
楽
と
模
倣
的
音
楽
と
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
分
.
け
な
く
て
は
な
る
ま
い
｡
前
者
は
､
音
響
の
物
理
的
面
に
の
み
制
限
さ
れ
､
感
官
に
の
み
働
き
か



け
る
た
め
に
､
心
情
(
c
2
r
)
に
対
し
て
は
い
か
な
る
印
象
を
も
与
え
る
こ
と
が
な
く
､
た
で
多
か
れ
少
な
か
れ
快
い
感
覚
を
与
え
る
の
み

で
あ
る
｡
…
…
単
に
和
声
的
な
音
楽
は
す
べ
て
そ
の
種
の
も
の
で
烏
る
｡
/
後
者
.
〔
の
模
倣
的
音
楽
〕
は
､
生
き
生
き
と
し
て
ア
ク
セ
ン

ト
に
満
ち
語
る
よ
う
な
抑
揚
に
よ
っ
て
､
す
べ
て
の
情
念
を
表
現
(
e
x
p
r
i
m
牒
)
し
､
あ
ら
ゆ
る
絵
画
を
描
き
､
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
描
写

し
､
自
然
全
体
を
熟
達
し
た
模
倣
に
従
わ
せ
.
る
｡
･
そ
し
て
､
人
間
の
心
情
に
対
し
て
､
そ
の
心
情
を
感
動
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
を

も
た
ら
す
｡
…
…
仮
に
〔
こ
う
し
た
音
楽
の
〕
満
神
的
効
果
(
e
芳
t
s
m
O
r
a
u
X
)
を
音
響
の
単
な
る
物
理
的
面
の
内
に
求
め
よ
う
と
し

て
も
､
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
､
つ
｡
そ
の
人
は
わ
か
り
も
せ
ず
に
推
論
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｣
(
p
･
竺
忘
)
｡
.
彼
が
こ
こ

で
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
､
ラ
モ
ー
の
近
代
和
声
に
基
づ
く
和
声
的
音
楽
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
､
単
に
感
官
に

働
き
か
け
る
の
み
で
あ
り
､
心
情
に
訴
え
か
け
る
こ
と
が
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
こ
こ
で
は
音
楽
は
単
な
る
物
理
的
音
響
に
還
元
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
三
日
楽
は
た
だ
旋
律
に
よ
っ
て
の
み
措
き
､
自
ら
の
力
全
体
を
旋
律
か
ら
引
き
出
す
｣
(
p
.
霊
山
)
､
と
語
ら
れ

る
よ
う
に
､
模
倣
的
音
楽
と
は
具
体
的
に
は
旋
律
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
な
ぜ
旋
律
宣
は
､
.
そ
の
間
き
手
に
感
情
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
｢
精
神
的
効
果
｣
が
備
わ
.
っ
て
い
牒
の
で
あ
ろ
う
か
｡

旋
律
と
和
声
の
村
立
と
い
っ
て
も
､
ル
ソ
ー
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
､
両
者
は
音
響
と
し
て
見
る
限
り
決
し
て
異
な
っ
て
は
い
な

い
｡
つ
ま
り
､
人
は
旋
律
を
も
和
声
.
的
原
理
の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
.
両
者
の
相
違
は
､
わ
れ
わ
れ
が
同
一

の
音
響
を
｢
捉
え
る
仕
方
｣
(
換
言
す
れ
ば
観
点
の
相
違
)
の
内
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
p
.
芸
ヱ
｡
和
声
に
代
表
さ
れ
る
自
然
的

音
楽
と
は
､
音
響
を
た
だ
音
響
と
し
て
の
み
捉
え
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
｡
そ
れ
に
村
し
､
･
模
倣
的
音
楽
に
あ
っ
て
は
､
音
響
は
､
言
葉

の
抑
揚
を

-

そ
し
て
､
そ
の
言
葉
の
内
に
表
現
さ
れ
る
情
念
の
抑
揚
を

-

模
倣
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
り
そ
れ
ゆ
え
に
､
旋

律
が
模
倣
的
音
楽
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は
､
そ
の
抑
揚
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
態
を
よ
り
一
般
的
に
捉
え
返
す
こ
と
に
し
よ
う
｡
ル
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡
｢
感
覚
は
し
ば
し
ば
単
に
感
覚
と
し
て

作
用
す
る
の
で
は
な
く
､
〔
同
時
に
〕
記
号
(
s
i
g
n
e
)
な
い
し
像
(
i
ヨ
a
g
e
)
と
し
て
作
用
す
る
､
そ
し
て
､
〔
感
覚
が
記
号
と
し
て
作

一
〇
九



一
一
〇

用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
〕
精
神
的
効
果
は
ま
た
精
神
的
原
因
を
も
っ
て
い
る
｣
(
p
.
阜
-
ご
｡
こ
の
文
章
を
､
右
の
二
つ
の
音
楽
の
区
別

に
即
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
に
な
る
1
単
な
る
音
響
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
で
の
音
響
､
す
な
わ
ち
自
然
的
音
楽
は
､

｢
単
に
感
覚
と
し
て
作
用
｣
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
だ
が
､
音
響
は
､
言
葉
の
抑
揚
を
指
し
示
す
｢
記
号
な
い
し
像
｣
と
し
て
作
用
す

る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
と
き
音
響
は
､
そ
の
間
き
手
に
対
し
て
､
そ
の
音
響
が
模
倣
す
る
言
葉
の
内
に
表
現
さ
れ
る
情
念
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
｢
精
神
的
効
果
｣
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
｡
だ
が
､
こ
の
｢
精
神
的
効
果
｣
は
音
響
と
し
て
の
音
響
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
｡

精
神
的
効
果
の
原
因
は
､
決
し
て
物
理
的
な
も
の
で
は
な
く
精
神
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
原
因
は
､
音
響

の
模
倣
す
る
言
葉
の
抑
揚
の
内
に
表
現
さ
れ
る
情
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
情
念
を
引
き
起
こ
す
の
は
情
念
で
あ
っ
て
音
響
で
は

な
い
｡こ
う
し
た
事
態
は
､
単
に
音
楽
に
の
み
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
､
他
の
｢
模
倣
的
｣
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に

妥
当
す
る
｡
彼
は
具
体
的
に
絵
画
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
｢
色
彩
に
生
命
と
魂
を
与
え
る
の
は
線
描
(
d
e
s
s
e
i
n
)
で
あ

り
､
模
倣
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
わ
れ
わ
れ
の
情
念
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
は
､
こ
の
色
彩
が
表
現
す
る
情
念
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ

に
情
念
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
は
､
こ
の
色
彩
が
描
写
す
る
対
象
で
あ
る
｣
(
i
b
i
d
t
)
｡
色
彩
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
感
覚
と
し
て

作
用
す
る
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
で
は
､
色
彩
は
い
か
な
る
場
合
に
同
時
に
｢
記
号
な
い
し
像
と
し
て
作
用
｣
す
る
の
か
｡
そ
れ
は
､
色

彩
が
線
描
に
よ
っ
て
あ
る
人
物
を
描
写
し
､
そ
の
情
念
を
表
現
す
る
場
合
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
絵
画
を
見
る
人
に
情
念
を
引
き
起
こ

す
の
は
色
彩
そ
れ
自
体
で
は
な
く
､
記
号
と
し
て
の
色
彩
が
表
現
す
る
情
念
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ル
ソ
ー
は
音
楽
に
お
け
る
旋
律
を
絵
画
に
お
け
る
線
描
に
､
音
楽
に
お
け
る
和
声
を
絵
画
に
お
け
る
色
彩
に
相
応
さ
せ

る
｡
音
楽
と
絵
画
の
模
倣
性
は
､
そ
れ
ぞ
れ
旋
律
と
線
描
に
由
来
す
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
音
楽
と
絵
画
の
対
応
関
係
に
､
あ

る
不
均
衡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
線
描
に
つ
い
て
い
か
な
る
観
念
も
持
た
ず
､
多
く
の
人
々
が
た
だ
色
彩

を
結
合
し
(
c
｡
ヨ
b
i
n
e
r
)
混
ぜ
合
わ
せ
色
合
い
を
出
す
こ
と
に
精
力
を
費
や
す
こ
と
で
絵
画
に
卓
越
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
よ
う
な
国



を
想
定
し
よ
う
｡
…
…
〔
こ
の
国
の
住
人
に
と
っ
て
は
〕
線
描
､
描
写
(
r
官
許
e
n
-
a
l
i
O
n
)
､
形
姿
と
い
っ
た
神
秘
的
な
言
葉
は
フ
ラ
ン
ス

画
家
の
い
か
さ
ま
に
す
ぎ
な
い
､
と
い
う
の
も
､
フ
ラ
ン
ス
画
家
は
模
倣
を
通
し
て
魂
に
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
情
動
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
､
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｣
(
p
p
･
…
･
…
)
｡
ル
ソ
ー
は
､
ラ
モ
ー
流
の
音
楽
観
を
批
判
す
る
際
に
､
そ
の
和
声
的
音
楽

を
､
線
描
を
欠
い
た
色
彩
の
結
合
と
し
て
の
絵
画
に
誓
え
て
い
る
｡
無
論
､
こ
う
し
た
色
彩
の
結
合
と
し
て
の
絵
画
は
､
た
だ
ル
ソ
ー
が

｢
想
定
｣
す
る
｢
国
｣
に
お
い
て
の
み
実
践
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
は
決
し
て
｢
フ
ラ
ン
ス
画
家
｣
の
営
み
､
す
な
わ
ち
線
描
に
よ

っ
て
形
姿
を
模
倣
す
る
絵
画
の
よ
う
な
実
在
性
を
持
た
な
い
(
1
｡
)
｡
そ
れ
に
対
し
､
和
声
的
音
楽
は
す
で
に
ラ
モ
ー
を
中
心
と
す
る
フ
ラ

ン
ス
の
音
楽
家
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
お
り
､
描
写
的
音
楽
は
｢
ギ
リ
シ
ア
人
の
音
楽
｣
(
p
.
皇
ご
と
し
て
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ル
ソ
ー
に
お
け
る
絵
画
と
音
楽
の
類
比
は
､
色
彩
の
結
合
と
し
て
の
非
模
倣
的
絵
画
の
不
在
を
論
拠
と
し
て
､

現
存
す
る
非
模
倣
的
な
和
声
的
音
楽
を
批
判
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

ル
ソ
ー
が
批
判
す
る
芸
術
観
と
は
､
芸
術
に
お
け
る
感
覚
的
な
も
の
を
そ
れ
が
模
倣
す
る
対
象
か
ら
自
立
化
さ
せ
て
脱
記
号
化
し
､
感

覚
的
な
要
素
の
｢
結
合
(
c
｡
ヨ
b
i
n
a
i
s
｡
n
)
｣
(
p
･
0
0
ぃ
ぃ
)
な
い
し
｢
関
係
(
r
a
p
p
O
ユ
)
｣
(
p
.
≡
)
の
内
に
芸
術
の
本
質
を
見
て
取
ろ
う
と

す
る
立
場
､
す
な
わ
ち
形
式
主
義
的
芸
術
観
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
の
模
倣
理
論
と
は
､
こ
う
し
た
形
式
主
義
的
芸
術
観
に
対
す
る
批
判
の

内
に
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
‖
)
｡

第
二
節

ス
ミ
ス
の
造
形
芸
術
論
に
お
け
る
模
倣
理
論

ス
ミ
ス
の
露
倣
的
技
術
論
』
は
三
部
か
ら
な
る
が
､
そ
の
構
成
は
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
第
一
部
で
は
造
形

芸
術
(
具
体
的
に
彫
刻
と
絵
画
)
､
第
二
部
で
は
音
楽
､
第
三
部
で
は
舞
踊
が
論
じ
ら
れ
る
｡
第
一
部
と
第
二
部
が
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の

対
象
と
な
る
｡



一
一
二

ス
ミ
ス
は
こ
の
論
考
を
次
の
文
章
か
ら
始
め
る
｡
｢
い
か
な
る
種
類
の
村
象
で
あ
れ
､
そ
の
対
象
の
最
も
完
全
な
模
倣
と
は
､
明
ら
か

に
､
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
､
同
一
の
範
型
に
即
し
て
可
能
な
限
り
正
確
に
作
ら
れ
た
､
同
一
の
種
類
の
(
O
f
t
b
e
s
a
ヨ
e
k
i
n
d
)
も

う
一
つ
別
の
対
象
の
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡
例
え
ば
､
私
の
前
に
敷
い
て
あ
る
絨
毯
を
ど
れ
ほ
ど
完
全
に
模
倣
し
た
と
し
て
も
､

そ
こ
に
生
じ
る
の
は
何
か
｡
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
､
同
じ
模
様
に
即
し
て
可
能
な
限
り
正
確
に
細
工
さ
れ
た
も
う
一
枚
の
絨
毯
で
あ
る
｣

(
S
m
革
O
f
t
h
ュ
阜
t
a
t
i
扁
A
･
t
S
｣
←
)
｡
こ
の
論
考
Ⅵ
.
冒
頭
に
お
い
て
､
ス
ミ
ス
は
頑
倣
｣
と
は
何
か
を
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
か
ら
始

め
る
｡
こ
こ
で
重
要
な
の
は
､
｢
同
一
の
種
類
の
｣
と
い
う
限
定
で
あ
る
｡
こ
の
限
定
が
付
さ
れ
る
と
き
､
｢
模
倣
｣
と
は
､
一
般
に
芸
術

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
模
倣
で
は
な
く
､
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
模
倣
､
す
な
わ
ち
､
い
わ
ゆ
る
模
造
な
い
し
複
製
で
あ
る
｡
こ
の
場

合
､
原
物
と
複
製
は
､
そ
の
｢
価
値
｣
と
い
う
点
で
い
か
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡
ス
ミ
ス
は
二
つ
の
場
合
を
区
別
す
る
｡
原
物
が
そ

れ
自
体
と
し
て
重
要
で
は
な
い
場
合
(
例
え
ば
｣
称
賛
さ
れ
る
に
催
し
な
い
.
普
通
の
絨
毯
の
場
合
)
､
人
々
は
そ
れ
が
原
物
で
あ
る
か
傾

製
で
あ
る
か
の
差
異
に
注
意
を
払
わ
な
い
た
め
に
､
両
者
の
価
値
は
異
な
ら
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
､
原
物
が
賞
賛
さ
れ
る
対
象
で
ぁ
る
場

合
(
例
え
ば
､
ロ
ー
マ
の
サ
ン
･
ビ
ュ
ト
ロ
寺
院
の
場
合
)
､
そ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
は
､
｢
天
分
と
発
見
の
才
の
欠
如
｣
(
〓
)

の
証
と

み
な
さ
れ
る
｡
複
製
は
そ
の
価
値
を
､
原
物
が
賞
賛
さ
れ
る
度
合
い
に
応
じ
て
減
少
さ
せ
る
｡

そ
れ
で
は
､
芸
術
的
模
倣
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
｡
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
.
｡
｢
あ
る
技
術
の
所
産
は
､
同
一
の
種
の
他

の
対
象
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
､
ほ
と
ん
ど
価
値
を
引
き
出
さ
な
い
が
､
し
か
し
､
異
種
の
対
象
(
○
ヱ
e
c
t
O
f
a
d
i
謬
r
e
n
t
k
i
n
d
)

-

そ
れ
が
技
術
の
所
産
で
あ
ろ
う
と
自
然
の
所
産
で
あ
ろ
う
と

-
と
の
類
似
か
ら
し
ば
し
ば
多
大
な
価
値
を
引
き
出
す
｣

(【.こ｡

こ
こ
で
重
要
な
の
は
､
芸
術
的
模
倣
が
｢
異
種
｣

の
事
物
の
間
に
行
わ
れ
る
､
と
い
う
指
摘
で
あ
る
｡
こ
こ
で
ス
ミ
ス
が
具
体
的
に
念
頭

に
置
い
て
い
る
の
は
､
目
の
前
に
お
か
れ
た
｢
粗
末
な
絨
毯
｣
を
丹
念
に
模
倣
し
た
｢
労
苦
を
厭
わ
な
い
オ
.
ラ
ン
グ
の
芸
術
家
の
作
品
｣

(
】
.
u
)

で
あ
る
.
｡
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
､
芸
術
的
模
倣
が
｢
異
種
｣
の
事
物
の
間
に
行
わ
れ
る
､
と
は
､
模
像
の
媒
体
が
原
像
の
素
材

と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
そ
れ
で
は
､
芸
術
的
模
倣
に
お
い
て
､
原
像
と
模
像
は
価
値
と
い
う
点
で
い
か
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う



か
｡
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
･
の
場
合
に
は
､
｢
模
像
の
男
が
､
原
物
〔
=
絵
画
に
描
か
れ
て
い
る
絨
彗
よ
り
も
価
値
が
高

い
か
も
し
れ
な
小
､
い
や
お
そ
ら
く
は
高
い
で
あ
ろ
う
｣
(
-
.
u
)
｡
芸
術
的
模
倣
と
は
､
あ
る
種
の
存
在
者
を
そ
の
素
材
を
変
換
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
別
の
種
の
存
在
者
へ
と
移
す
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
｡
こ
の
素
材
の
変
換
を
通
し
て
､
模
像
は
原
像
よ
り
も
価
値
の
高
い
も
の
に

な
り
う
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
他
者
に
似
て
い
る
も
の
烏
何
で
ぁ
れ
､
そ
れ
が
模
倣
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
〔
原
像
〕
に
劣
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
.
い
｡
…
…
と

い
う
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が
模
範
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
の
基
底
に
烏
.
､
自
然
と
本
物
の
力
が
潜
ん
で
い
る
の
に
対
し
､
あ
ら
ゆ
る
模
倣

は
人
工
で
あ
り
､
元
の
も
の
以
外
の
〔
模
倣
者
の
〕
計
画
に
合
わ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｣
(
誓
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
こ
の
言
葉

は
､
芸
術
の
模
倣
理
論
の
内
部
に
お
い
て
十
人
世
紀
に
い
た
る
ま
で
妥
当
し
て
い
る
(
1
3
)
｡
だ
が
､
ス
ミ
ス
は
､
｢
同
一
の
種
類
の
｣
事
物

相
互
間
の
模
倣
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の
命
題
は
妥
当
す
る
が
､
｢
異
種
の
対
象
｣
の
間
に
成
り
立
つ
芸
術
的
模
倣
関
係
に
つ
い
て
は
こ
の

命
題
は
妥
当
し
な
い
､
と
考
え
る
｡
こ
の
事
情
を
説
明
す
る
際
に
､
ス
ミ
ス
は
絵
画
と
彫
刻
の
羞
異
に
言
及
す
る
｡

｢
絵
画
に
お
い
て
は
､
〔
画
面
に
措
か
れ
た
〕
あ
る
種
類
の
平
面
が
､
単
に
他
の
種
類
の
平
面
に
似
る
の
み
な
ら
ず
､
固
体
の
三
つ
の

次
元
す
べ
て
に
似
る
よ
う
に
さ
れ
る
｡
彫
刻
に
お
い
て
は
､
為
る
種
類
の
固
体
が
別
の
種
類
の
固
体
に
似
る
よ
う
に
さ
れ
る
｡
模
倣
す
る

対
象
〔
芸
術
作
品
〕
と
模
倣
さ
れ
る
対
象
〔
原
像
〕
と
の
間
の
不
一
致
(
d
i
s
p
a
r
i
f
y
)
は
､
一
方
の
芸
術
に
お
い
て
の
方
が
他
方
の
芸

術
に
お
け
る
よ
り
も
､
は
る
か
に
大
き
.
い
｡
こ
の
不
一
致
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
､
模
像
か
ら
生
じ
る
快
も
よ
り
大
湧
く
な
る
｣
(
1
.
ヱ
｡

一
体
｢
模
倣
す
る
対
象
〔
芸
術
作
品
〕
と
模
倣
さ
れ
る
村
象
〔
原
像
〕
と
の
間
の
不
一
.
致
｣
.
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
｡
両
者
の
不
一

致
が
大
き
い
ほ
ど
､
模
像
か
ら
生
じ
る
快
が
大
き
い
､
と
い
う
こ
と
は
､
決
し
て
､
模
像
は
原
像
に
似
.
て
い
な
く
て
よ
い
､
あ
る
い
は
似

て
い
な
い
方
が
よ
い
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
こ
こ
で
烏
､
彫
刻
の
媒
体
が
三
次
元
的
セ
あ
る
の
に
対
し
､
絵
画

の
.
そ
れ
が
二
次
元
的
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢
不
一
致
｣
と
い
う
言
葉
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
､
芸

術
の
媒
体
と
原
像
の
媒
体
と
の
相
違
の
こ
と
に
ほ
か
な
ち
な
い
J

一
一
三



一
一
四

絵
画
は
二
次
元
的
平
面
に
よ
っ
て
三
次
元
的
立
体
を
表
す
の
に
対
し
､
彫
刻
は
三
次
元
的
立
体
に
よ
っ
て
三
次
元
的
立
体
を
表
す
に

す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
三
次
元
的
な
立
体
を
模
倣
す
る
場
合
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
と
の
間
の
距
離
は
絵
画

の
場
合
の
方
が
大
き
く
､
絵
画
の
方
が
彫
刻
よ
り
も
ー
股
に
模
倣
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
｢
模
像
か
ら
生
じ
る
快
｣
は
､

一
般
的
に
､
こ
の
困
難
が
大
き
い
ほ
ど
､
そ
れ
自
体
大
き
く
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
困
難
を
克
服
す
る
技
術
へ
の
賞
賛
が
生
じ
る
か
ら
で

ぁ
る
(
1
4
〉
｡
そ
の
た
め
に
､
彫
刻
よ
り
も
絵
画
の
万
が
一
般
に
快
が
大
j
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
蔓

以
上
の
考
察
か
ら
､
ス
ミ
ス
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
｡
｢
仮
に
模
倣
さ
れ
る
対
象
の
内
に
い
か
な
る
価
値
が
存
在
し
な
て

と
も
､
模
像
の
価
値
の
み
に
よ
っ
て
､
絵
画
の
尊
厳
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
が
､
彫
刻
の
尊
厳
は
模
像
の
価
値
の
み
で
は
成

り
立
た
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
一
方
の
模
像
〔
=
彫
刻
の
模
像
〕
に
お
い
て
よ
り
も
､
他
方
の
模
像
〔
=
絵
画
の
模
像
〕
に
お
い
て
こ
そ

大
き
な
価
値
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｣
(
Ⅰ
･
｣
)
｡
彫
刻
と
比
べ
て
､
絵
画
の
方
が
日
常
的
事
物
を
も
表
現
し
う
る
､
と
い
う
事
態

は
､
少
な
く
と
も
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
以
降
に
妥
当
す
る
事
実
で
あ
る
｡
ス
ミ
ス
は
こ
の
事
実
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
積
極
的
に

絵
画
の
特
質
と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
｡

彫
刻
に
お
い
て
は
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
の
間
の
距
離
が
小
さ
い
､
す
な
わ
ち
､
模
倣
媒
体
が
模
倣
さ
れ
る

も
の
と
同
様
に
三
次
元
的
立
体
で
あ
る
た
め
に
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
そ
れ
自
体
が
果
た
す
役
割
が
限
定
さ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
模
倣

さ
れ
る
も
の
｣
が
｢
不
快
｣
で
あ
る
場
合
に
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
が
そ
の
不
快
さ
を
補
う
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

に
､
彫
刻
の
価
値
は
究
極
的
に
は
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
の
価
値
｣
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
.
る
か
ら
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
そ
れ
自
体
が

｢
き
わ
め
て
美
し
い
､
な
い
し
関
心
を
引
く
も
の
(
i
n
-
e
r
邑
n
g
)
｣
(
1
.
ご
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
彫
刻
が
日
常
的
事
物

を
表
現
し
な
い
の
は
､
そ
の
た
め
で
あ
る
｡
彫
刻
に
お
い
て
は
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
が
い
わ
ば
眼
前
か
ら
消
失
し
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣

が
現
前
す
る
と
い
え
よ
う
｡

そ
れ
に
対
し
､
絵
画
に
お
い
て
は
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
の
間
の
距
離
が
大
き
い
た
め
に
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も



の
｣
そ
れ
自
体
が
果
た
す
役
割
が
相
対
的
に
小
さ
く
な
り
､
そ
れ
に
応
じ
て
｢
模
倣
す
る
も
の
｣

の
意
義
が
拡
大
す
る
｡
つ
ま
り
､
絵
画

に
お
い
て
は
｢
模
像
の
価
値
｣
が
増
大
す
る
た
め
に
､
絵
画
の
価
値
は
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
｣
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
う
し

て
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
は
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
か
ら
の
一
種
の
自
立
性
を
獲
得
す
る
｡
こ
の
価
値
は
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
そ
れ
自

体
に
は
依
存
し
な
い
た
め
に
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
は
｢
関
心
を
引
か
な
い
も
の

(
i
n
d
i
茅
r
e
n
こ
｣
､
さ
ら
に
は
｢
不
快
な
も
の

(
○
穿
n
s
i
v
且
｣
で
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
(
【
.
ご
｡

こ
の
理
論
は
､
十
八
世
紀
に
典
型
的
で
あ
っ
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論
を
覆
す
だ
け
の
射
程
を
有
し
て
い
る
｡
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論

は
､
原
像
を
前
に
し
て
模
像
の
透
明
性
を
求
め
る
(
1
6
)
｡
そ
れ
に
対
し
､
ス
ミ
ス
は
､
模
倣
す
る
も
の
が
模
倣
さ
れ
る
も
の
か
ら
自
立
し

う
る
こ
と
を
認
め
る
｡
か
つ
､
こ
う
し
た
模
倣
す
る
も
の
の
自
立
性
を
具
現
化
し
て
い
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
ス
ミ
ス
が
｢
絵
画
｣
を

挙
げ
て
い
る
こ
と
も
､
重
要
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
ス
ミ
ス
の
見
解
は
､
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
絵
画
こ
そ
最
も
典
型
的

に
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
す
と
み
な
す
十
人
世
紀
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論
か
ら
､
大
き
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
(
け
)
｡

第
三
節

ス
ミ
ス
の
声
楽
論
に
お
け
る
模
倣
理
論

『
模
倣
的
技
術
論
し
第
二
部
は
音
楽
論
で
あ
る
｡
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
音
楽
と
い
え
ば
基
本
的
に
声
楽
を
指
す
が
(
1
8
)
､
ス
ミ
ス
も

こ
う
し
た
伝
統
に
則
っ
て
い
る
｡
彼
が
｢
音
楽
｣
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
､
そ
れ
は
声
楽
を
意
味
し
て
い
る
(
Ⅰ
〓
?
〓
)
｡
彼
が
声
楽

と
器
楽
の
関
係
を
問
題
に
す
る
の
は
､
第
二
部
第
十
七
段
落
以
降
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ス
ミ
ス
の
議
論
の
流
れ
に
即
し
て
､

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
彼
の
声
楽
論
の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

｢
声
楽
(
v
O
C
a
-
ヨ
u
S
i
c
)
が
､
判
明
な
意
味
を
持
た
な
い
書
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
実
際
し
ば
し
ば

あ
る
の
だ
が
､
し
か
し
､
声
楽
が
韻
文
に
よ
る
支
え
を
要
求
す
る
こ
と
は
､
そ
の
自
然
本
性
に
適
っ
て
い
る
｡
し
か
る
に
､
ミ
ル
ト
ン
が

い
う
『
不
死
な
る
韻
文
と
結
婚
し
た
音
楽
』
は
､
い
や
そ
れ
の
み
な
ら
ず
､
･
い
か
な
る
種
類
で
あ
れ
判
明
な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
と
結
び

一
一
五



一
一
六

っ
い
た
音
楽
な
ら
ば
､
必
然
的
､
本
l
賀
的
に
模
倣
的
(
i
ヨ
i
t
a
t
i
く
e
)
.
で
あ
る
｡
…
…
〔
な
ぜ
な
ら
〕
･
技
術
の
力
で
､
あ
る
種
の
卓
物
が
､

別
め
種
の
事
物
に
似
さ
せ
ち
れ
る
､
つ
ま
り
､
音
楽
は
言
論
を
模
倣
す
る
(
i
m
i
t
a
t
e
象
s
c
つ
u
･
S
こ
こ
と
宣
な
る
で
あ
ろ
う
〔
か
ら
で
あ

る
〕
｣

(
-
Ⅰ
.
ヱ
｡
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
声
楽
の
歌
詞
が
｢
判
明
な
意
味
｣
を
持
た
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
が
(
1
9
)
､
声
楽
に
と
っ
て
自
然
本

性
的
な
こ
と
は
､
そ
れ
が
韻
文
を
伴
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
は
､
音
楽
の
本
質
が
拍
子
の
内
に
あ
り
､
こ
う
し
た
拍
子
に
適
合
す
る

言
葉
が
頭
文
な
い
し
詩
｣
(
-
【
土
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
禿
た
だ
し
､
声
楽
の
支
え
と
な
る
言
葉
は
､
な
る
ほ
ど
音
楽
の
拍
子
に

適
合
し
た
韻
文
が
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
､
し
か
し
､
必
ず
し
も
韻
文
に
は
限
定
さ
れ
な
い
｡
そ
こ
で
続
い
て
ス
ミ
ス
は
､
｢
韻
文
｣
と
い

う
限
定
を
は
ず
し
っ
つ
､
音
楽
と
結
び
つ
く
の
は
｢
い
か
な
る
種
類
｣
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
よ
い
､
と
続
け
､
そ
の
上
で
､
声
楽
は
｢
模

倣
的
｣
で
あ
る
､
.
と
論
じ
る
｡
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
は
｢
音
楽
の
拍
子
と
旋
律
(
m
e
a
s
u
r
e
a
n
d
ヨ
e
-
O
d
y
)
｣
(
【
Ⅰ
･
〓
)
な
い
し
｢
音
楽
の
昔

と
運
動
｣

(
-
〓
N
)

で
あ
り
､
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
は
｢
言
論
｣

で
あ
る
｡
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
は
､
な
る
ほ

ど
ど
ち
ら
も
｢
声
｣
を
媒
体
と
す
る
と
い
う
点
で
､
共
通
す
る
｡
だ
が
､
日
常
的
言
論
は
歌
と
い
う
形
態
を
と
ら
な
い
た
め
に
､
両
者
の

間
に
多
大
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
声
凛
と
は
､
歌
わ
れ
な
い
言
論
を
｢
拍
子
と
旋
律
｣
を
も
っ
た

歌
と
い
う
媒
体
に
変
換
す
る
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
声
楽
は
｢
模
倣
的
｣
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
す
で
に
見
た
よ

ぅ
七
､
異
な
っ
た
媒
体
の
周
に
類
似
性
を
打
ち
立
て
る
こ
と
こ
そ
､
芸
術
的
模
倣
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
明
言

す
る
｡
｢
音
楽
の
拍
子
と
旋
律
を
､
そ
れ
が
助
言
や
会
届
の
調
子
と
言
語
を
､
ま
た
情
動
･
情
念
の
抑
揚
と
語
調
を
模
倣
す
る
よ
う
に
､

形
作
り
い
わ
ば
屈
曲
す
る
(
b
e
n
d
)
こ
と
､
そ
れ
は
あ
る
種
の
事
物
を
全
く
異
な
る
種
の
事
物
に
似
せ
る
こ
と
で
あ
る
｣
(
l
I
±
)
｡
音
楽

の
相
子
と
旋
律
を
､
そ
れ
が
言
語
の
抑
揚
･
語
調
と
対
応
し
う
る
よ
う
な
仕
方
で
､
形
成
す
る
こ
と
こ
そ
､
声
楽
の
模
倣
性
を
可
能
に
す

る
｡
音
楽
と
は
言
葉
の
抑
揚
の
模
倣
で
あ
る
｣
と
い
う
音
楽
観
が
､
第
一
節
で
検
討
七
た
ル
ソ
ー
に
共
通
す
る
も
め
で
あ
る
こ
と
は
､
付

言
す
る
ま
で
も
や
い
｡

造
形
芸
術
の
価
値
が
､
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
の
価
値
｣
と
｢
模
像
の
価
値
｣
と
い
う
二
つ
の
契
機
か
ら
な
る
こ
と
､
彫
刻
の
価
値
が
最



終
的
に
前
者
の
価
値
に
還
元
さ
れ
る
の
に
対
し
､
絵
画
に
お
い
て
は

-

｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣
と
の
｢
不
一

敦
｣
が
増
大
す
る
た
め
に

-

｢
模
像
の
価
値
｣
が
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
の
価
値
｣
か
ら
相
対
的
に
自
立
化
す
る
こ
と
､
こ
れ
は
前
節

で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
声
楽
の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
声
楽
に
お
い
て
は
､
｢
模
倣

す
る
も
の
｣

(
す
な
わ
ち
､
声
音
の
調
子
)
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣

(
す
な
わ
ち
､
会
話
や
情
念
の
調
子
)

の
間
の
｢
不
一
致
は
大
き

い｣

(
Ⅰ
〓
N
) た

め
に
､
そ
こ
で
は
単
に
｢
模
倣
さ
れ
る
村
象
の
価
値
｣

の
み
な
ら
ず
､
｢
模
像
の
価
値
｣
も
認
め
ら
れ
る
(
Ⅰ
〓
N
⊥
ご
､

と
ス
ミ
ス
は
論
を
立
て
る
｡
こ
の
限
り
で
は
､
声
楽
の
価
値
の
由
来
は
､
絵
画
の
価
値
の
そ
れ
と
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
｡
だ
が
､
ス
ミ

ス
に
よ
れ
ば
､
声
楽
は
こ
れ
ら
二
つ
の
価
値
の
ほ
か
に
､
第
三
の
価
値
を
有
す
る
｡
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
の
議
論
は
新
た
な
段
階
に
入
る
｡

｢
模
像
の
個
値
と
模
倣
す
る
村
象
の
適
切
な
選
択
に
よ
る
価
値
は
､
い
ず
れ
も
彫
刻
と
絵
画
に
と
っ
て
大
き
な
価
値
を
な
す
の
で
あ
る

が
､
音
楽
は
こ
れ
ら
の
価
値
に
加
え
て
､
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
､
独
自
の
卓
越
し
た
価
値
を
有
す
る
｡
…
…
音
楽
は
､
そ
れ
が
表
現
す

る
い
か
な
る
感
情
･
福
念
を
も
配
列
し
適
し
､
自
ら
の
潤
子
に
合
わ
せ
て
屈
曲
す
る
の
で
､
単
に
彫
刻
･
絵
画
が
す
る
よ
う
に
そ
れ
が
模

倣
す
る
自
然
の
さ
ま
ざ
ま
の
美
を
集
め
る
の
み
な
ら
ず
､
さ
ら
に
､
自
然
の
さ
ま
ざ
ま
の
美
に
自
己
自
身
に
由
来
す
る
新
た
な
卓
越
し
た

美を

-

つ
ま
り
旋
律
と
和
声
と
い
う
衣
装
を

ー
纏
わ
せ
る
｣
(
Ⅰ
こ
ご
｡
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
彫
刻
も
絵
画
も
､
そ
の
モ
デ
ル
が
自

然
の
内
に
は
見
出
づ
れ
な
い
よ
う
な
美
し
い
作
品
を
作
ろ
う
と
も
､
そ
れ
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
自
然
の
内
に
見
出
さ
れ
る
｢
諸
々
の
美

を集める｣ことにすぎず､それゆえに､個々の部分に関tては実際の｢生ける存屈｣の内により美しいもの1仮に

そ
う
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
､
少
な
く
と
も
伺
等
に
美
し
い
も
の

ー
が
存
在
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
彫
刻
に
お
い
て
も
絵
画
に
お
い
て

も
､
模
像
の
美
が
仮
美
あ
る
特
定
の
原
像
の
美
を
越
え
出
る
こ
と
が
あ
る
に
⊥
て
も
､
全
体
と
し
て
の
自
然
の
美
を
越
え
出
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
彫
刻
や
絵
画
が
｢
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
新
た
な
美
｣
を
自
然
の
内
な
る
実
に
｢
付
け
加

､
ス
る
｣
こ
と
は
あ
り
え
な
い

(
Ⅰ
〓
ヱ
(
空
｡

と
こ
ろ
が
､
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
自
然
の
美
化
説
は
音
楽
に
は
妥
当
⊥
な
い
｡
音
楽
も
｢
感
情
･
情
念
｣
を
｢
表
現
｣
な
い

一
一
七



一
一
人

し
｢
模
倣
｣
す
る
が
､
音
楽
は
そ
れ
を
模
倣
す
る
際
に
､
模
倣
対
象
を
｢
自
ら
の
拍
子
に
合
わ
せ
て
屈
曲
｣
す
.
る
:
し
れ
を
､
絵
画
の
模

倣
の
場
合
と
比
較
し
ょ
う
｡
絵
画
に
お
い
て
も
な
る
ほ
ど
､
三
次
元
的
村
象
か
ら
二
次
元
的
対
象
へ
の
｢
素
材
｣
の
変
換
が
行
わ
れ
る
｡

だ
が
､
音
楽
で
は
､
単
に
そ
う
し
た
｢
素
材
｣
の
変
換
の
み
な
ら
ず
､
同
時
に
形
式
的
な
変
換
が
行
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
音
楽
そ
れ
自

体
に
備
わ
る
形
式
的
要
素
と
し
て
の
｢
拍
子
｣
が
､
対
象
を
自
ら
の
形
式
的
要
素
に
合
う
よ
う
に
変
換
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
こ
と

が
可
能
な
の
は
､
絵
画
に
お
い
て
は
い
ま
だ
形
と
色
彩
が
対
象
的
世
界
に
従
属
し
て
お
り
､
そ
れ
独
自
の
構
成
原
理
を
備
え
て
い
な
い
の

に
村
し
､
音
楽
に
お
い
て
は
､
｢
旋
律
と
和
声
｣
が
そ
れ
固
有
の
構
成
原
理
を
有
す
る
た
め
に
､
模
倣
対
象
か
ら
自
立
化
す
る
か
ら
で
あ

る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
彫
刻
に
対
し
て
絵
画
が
傾
向
性
と
し
て
有
し
て
い
た
模
像
の
自
立
性
は
､
音
楽
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な

る
｡
音
楽
が
｢
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
価
値
｣
を
有
す
る
の
は
､
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
｡

簾
田
節

ス
､
｢
､
ス
の
器
楽
論
に
お
け
る
形
式
的
音
楽
観

ス
ミ
ス
は
こ
こ
ま
で
｢
音
楽
｣
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
､
そ
の
際
｢
音
楽
｣
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
の
は
｢
声
楽
｣
で
あ
っ
た
｡
第

十
七
段
落
に
お
い
て
始
め
て
､
声
楽
と
器
楽
の
関
係
が
模
倣
と
ぃ
う
観
点
か
ら
問
わ
れ
る
｡

｢
器
楽
の
模
倣
の
力
は
､
声
楽
の
そ
れ
に
比
べ
て
､
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
｡
器
楽
の
旋
律
的
で
は
あ
る
が
､
意
味
を
も
た
ず
分
節
化

さ
れ
て
い
な
い
音
響
は
､
人
間
の
声
の
分
節
の
よ
う
に
は
､
あ
る
特
定
の
物
語
の
状
況
を
判
明
に
語
っ
た
り
､
こ
の
状
況
の
生
み
出
し
た

さ
ま
ざ
ま
の
状
態
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
､
さ
ら
に
は
､
当
事
者
が
こ
う
し
た
状
況
か
ら
感
じ
る
さ
ま
ざ
ま
の
感
情
や
情
念
を
､
聞

き
手
に
わ
か
る
や
り
方
で
明
噺
に
表
現
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
｣
(
【
〓
ご
｡
ま
ず
､
音
楽
に
お
け
る
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ

れ
る
も
の
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
見
解
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ

る
も
の
｣
と
の
距
離
は
音
楽
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
い
｡
す
な
わ
ち
､
｢
音
楽
に
お
け
る
調
子
と
運
動
｣
は
｢
会
話
や
情
念
の
そ
れ
｣

と
｢
自
然
本
性
上
異
な
っ
て
い
る
｣
た
め
に
､
両
者
の
間
に
成
り
立
つ
｢
類
似
性
｣
は
｢
不
完
全
｣
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
(
l
〓
N
)
｡
こ
の



こ
と
は
､
音
楽
の
模
倣
性
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
不
完
全
な
模
倣
を
｢
完
全
な
模
倣
で
あ

る
よ
う
に
見
｣
せ
る
手
段
と
し
て
｢
言
葉
｣
(
い
わ
ゆ
る
歌
詞
)
が
あ
る
｡
歌
詞
は
｢
模
倣
の
意
味
を
説
明
し
規
定
す
る
｣
の
で
あ
る
か

ら
､
｢
音
楽
に
お
け
る
調
子
と
運
動
｣
が
何
を
｢
模
倣
｣
し
て
い
る
の
か
を
分
析
的
に
特
定
す
る
(
Ⅰ
〓
ご
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
い
か
な
る

種
類
で
あ
れ
判
明
な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
と
結
び
つ
い
た
音
楽
な
ら
ば
､
必
然
的
､
本
質
的
に
模
倣
的
で
あ
る
｣
(
】
Ⅰ
.
ヱ
､
と
語
ら
れ
る

よ
う
に
､
言
葉
と
の
結
び
つ
き
こ
そ
音
楽
を
模
倣
的
に
す
る
｡
と
す
る
な
ら
ば
､
言
葉
を
持
た
な
い
器
楽
が
非
模
倣
的
で
あ
る
､
と
さ
れ

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
､
器
楽
は
他
の
物
理
的
音
響
な
ら
ば
模
倣
し
う
る
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
間
い
に
対
し
て
も
､
ス
ミ
ス
は
否
定
的
に
答
え
る
｡

｢
器
楽
は
他
の
音
響
の
模
倣
な
ら
ば
容
易
に
で
き
そ
う
な
も
の
だ
が
､
こ
う
し
た
模
倣
さ
え
も
通
常
は
決
し
て
判
明
で
は
な
い
た
め
に
､
何

の
説
明
も
な
さ
れ
ず
点
そ
れ
だ
け
で
単
独
で
は
､
一
体
何
が
模
倣
さ
れ
た
の
か
わ
れ
わ
れ
に
直
ち
に
明
一
亦
す
る
こ
と
が
な
い
｣
(
Ⅰ
〓
｣
)
｡

こ
う
し
た
模
倣
的
器
楽
と
し
て
ス
ミ
ス
が
例
に
挙
げ
る
の
は
､
コ
レ
ッ
リ
の
貫
リ
ス
マ
ス
･
コ
ン
チ
ェ
.
ル
ト
〉
に
お
け
る
揺
り
籠
の
模

倣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
ス
､
.
､
､
ス
は
こ
う
七
た
模
倣
的
器
楽
に
賛
意
を
示
さ
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
こ
う
し
た
音
楽
は
､
そ
も
そ
も
｢
言
葉

の
説
明
｣
を
借
り
な
く
て
.
は
､
何
を
模
倣
し
て
い
る
の
か
｢
判
明
｣
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
､
模
倣
し
て
い
る
箇
所
は
､

器
楽
曲
の
内
部
に
お
い
て
他
の
箇
所
か
ら
連
関
を
持
た
な
い
た
め
に
､
｢
言
葉
の
説
明
｣
が
な
く
て
は
｢
奇
妙
な
(
s
i
n
g
u
-
a
ユ
楽
句
｣
と

し
て
し
か
聞
こ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
(
Ⅰ
〓
ご
｡
こ
の
議
論
か
ら
は
､
模
倣
は
器
楽
曲
の
内
的
統
一
性
を
破
壊
す
る
危
険
が
あ
る
ゆ
え
に
､

器
楽
曲
は
あ
え
て
模
倣
な
ど
せ
ず
に
､
｢
旋
僅
と
和
声
に
由
来
す
る
美
｣
(
【
〓
ヱ
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
結
論
が
生
じ
る
こ

と
に
な
ろ
う
｡
器
楽
は
音
楽
の
形
式
性
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
､
と
換
言
し
て
も
よ
い
｡

こ
の
こ
と
は
､
｢
模
倣
｣
が
絵
画
と
音
楽
に
お
い
て
は
全
く
異
な
っ
た
位
置
づ
け
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
｢
模
倣
的
芸
術
に

お
い
て
は
…
…
模
倣
す
る
も
の
が
模
倣
さ
れ
る
も
の
を
必
ず
た
だ
ち
に
指
示
(
s
亡
g
g
e
S
t
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
は
類
似
し
て
い
な



一
二
〇

く
て
は
な
ら
な
い
｡
も
し
も
あ
る
絵
画
が
､
単
に
､
そ
れ
が
い
か
な
る
特
定
の
人
物
を
描
写
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
)

し
ょ
う
と
し
た
の
か
､
と
い

う
こ
と
の
み
な
ら
ず
､
さ
ら
に
は
､
そ
れ
が
果
た
し
て
描
写
し
ょ
う
と
し
た
の
は
人
間
で
あ
る
の
か
馬
で
あ
る
の
か
､
あ
る
い
は
､
そ
れ

が
そ
も
そ
も
絵
画
で
あ
っ
て
何
か
を
描
写
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
､
こ
う
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
絵
画
の
下
に
表
題
を
必
要
と
す
る

と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
奇
妙
な
絵
画
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
･
器
楽
の
模
倣
と
は
あ
る
点
で
こ
う
し
た
絵
画
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｣

(
Ⅰ
〓
ヱ
｡
絵
画
に
お
い
て
は
､
模
像
が
原
像
を
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
何
ら
外
部
の
説
明
を
必
要
と
せ
ず
に
､
そ
れ
自
体
で
成
り

立
つ
事
態
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
外
部
の
説
明
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
､
模
倣
の
完
全
性
を
示
す
｡
そ
れ
に
対
し
､
模
倣

を
目
指
す
器
楽
は
外
部
の
説
明
を
必
要
と
す
る
｡
こ
う
し
た
外
部
の
説
明
が
な
け
れ
ば
､
器
楽
が
そ
も
そ
も
そ
れ
が
何
か
を
｢
描
写
｣
し

て
い
る
､
と
い
う
こ
と
さ
え
人
々
に
は
明
ら
か
と
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
｢
模
倣
す
る
こ
と
｣
な
い
し
｢
描
写
す
る
こ
と
｣
が
､
絵
画

に
と
っ
て
は
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
の
に
対
し
､
器
楽
に
お
い
て
は
そ
れ
固
有
の
本
質
を
な
し
て
は
い
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
器
楽
を
模
倣
的
と
捉
え
る
こ
と
は
､
二
重
の
意
味
に
お
い
て
器
楽
を
非
自
律
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
｡

と
い
う
の
も
､
第
一
に
､
そ
れ
は
器
楽
を
外
部
の
説
明
と
か
か
わ
ら
せ
る
か
ら
で
あ
り
､
第
二
に
､
こ
う
し
た
外
部
の
説
明
は
器
楽
の
特

定
の
部
分
の
模
倣
の
み
を
説
明
し
う
る
た
め
に
､
器
楽
の
全
体
性
を
破
壊
し
､
そ
れ
を
諸
部
分
の
寄
せ
集
め
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
あ
る
(
2
1
)
｡

だ
が
､
仮
に
音
楽
が
特
定
の
対
象
や
感
情
を
模
倣
し
え
な
い
に
し
て
も
､
そ
れ
は
何
が
し
か
の
気
分
を
模
倣
し
う
る
の
で
は
な
い
か
｡

音
楽
を
聴
い
て
わ
れ
わ
れ
が
何
が
し
か
の
気
分
を
感
じ
る
､
と
い
う
こ
と
は
､
音
楽
が
そ
う
し
た
気
分
を
模
倣
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と

な
の
で
は
な
い
か
｡
ス
ミ
ス
は
､
音
楽
が
特
定
の
気
分
を
わ
れ
わ
れ
の
内
に
喚
起
す
る
､
と
い
う
事
態
を
認
め
る
｡
｢
音
楽
は
､
い
わ
ば

呪
文
に
よ
っ
て
､
音
楽
自
体
の
性
質
･
気
質
と
調
和
し
た
特
定
の
気
分
(
ヨ
0
0
d
O
r
d
i
s
p
｡
S
i
t
i
｡
n
)

へ
と
､
わ
れ
わ
れ
を
誘
い
魅
了
す

る
｡
精
神
は
､
一
連
の
音
響
の
連
鎖
に
継
起
的
に
注
意
を
払
う
の
で
あ
る
が
､
こ
の
音
響
の
本
性
､
継
起
､
結
合
は
､
あ
る
と
き
は
快

活
な
､
あ
る
と
き
は
平
静
な
､
さ
ら
に
あ
る
と
き
に
は
憂
鬱
な
気
分
な
い
し
状
態
に
相
応
し
て
い
る
た
め
に
､
痛
神
そ
れ
自
体
は
こ
れ
ら



の
気
分
な
い
し
状
態
の
そ
れ
ぞ
れ
に
継
起
的
に
導
か
れ
､
こ
う
し
て
精
神
は
､
自
ら
の
注
意
を
快
く
引
き
つ
け
る
音
楽
と
一
種
の
調
和
な

い
し
協
調
し
た
状
態
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
(
b
e
b
r
O
u
g
h
t
)
｣
(
【
Ⅰ
.
N
こ
｡
す
な
わ
ち
､
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
器
楽
は
音
響
の
形
式
的
特
質

(
音
の
高
低
､
緩
急
の
組
み
合
わ
せ
)
を
｢
気
分
｣
の
特
質
に
い
わ
ば
形
式
的
に
相
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
あ
る
特
定
の
気
分
を
聞

き
手
の
内
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
重
要
な
点
は
､
こ
う
し
た
形
式
的
な
村
応
が
｢
模
倣
｣
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ス
ミ
ス
の
議
論
は
次
の
文
章
に
明

確
に
現
れ
て
い
る
｡
｢
器
楽
が
こ
う
し
た
効
果
を
作
り
出
す
の
は
､
厳
密
に
は
模
倣
に
よ
っ
て
で
は
な
い
｡
器
楽
は
､
声
楽
､
絵
画
､
あ

る
い
は
舞
踊
の
よ
う
に
､
快
活
な
､
あ
る
い
は
落
ち
つ
い
た
､
あ
る
い
は
憂
鬱
な
人
物
を
模
倣
す
る
こ
と
が
な
い
｡
…
…
声
楽
､
絵
画
､

舞
踊
は
､
他
人
の
喜
び
､
落
ち
着
き
､
憂
鬱
へ
の
共
感
(
s
y
m
p
a
t
b
y
)
を
通
し
て
､
わ
れ
わ
れ
を
〔
こ
う
し
た
気
分
へ
と
〕
引
き
入
れ

る
が
､
器
楽
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
を
こ
れ
ら
の
状
態
の
そ
れ
ぞ
れ
に
引
き
入
れ
る
の
で
は
な
い
｡
器
楽
は
そ
れ
自
体
､
快
活

な
､
あ
る
い
は
落
ち
つ
い
た
､
あ
る
い
は
憂
鬱
な
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
､
精
神
は
､
精
神
の
注
目
す
る
村
象
〔
=
器
楽
曲
〕
に
対
応
す
る

気
分
な
い
し
状
態
を
､
自
然
に
帯
び
る
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
器
楽
か
ら
感
じ
る
も
の
は
す
べ
て
､
本
源
的
感
情
(
O
r
i
g
i
n
a
-
訂
e
-
i
n
g
)

で
あ
っ
て
､
決
し
て
共
感
的
感
情
(
s
y
ヨ
p
a
t
h
e
t
i
c
訂
e
-
i
n
g
)
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
､
そ
れ
は
､
わ
れ
わ
れ
自
身
の
喜
び
､
落
ち
着
き
､

憂
鬱
で
あ
っ
て
､
他
人
の
気
分
が
〔
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
に
〕
反
射
し
た
も
の
(
r
e
君
c
t
e
d
d
i
s
p
O
S
i
t
i
O
n
O
f
a
n
Q
t
h
e
r
p
e
r
s
O
n
)
で
は
な

い
｣
(
〓
.
N
N
)
｡
模
倣
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
れ
､
非
模
倣
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
れ
､
芸
術
が
｢
わ
れ
わ
れ
を
｣
あ
る
種
の
｢
気
分
へ
と
引
き
入
れ

る
｣
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡
だ
が
､
注
意
す
べ
き
は
､
ス
ミ
ス
が
こ
う
し
た
あ
る
種
の
気
分
へ
の
｢
引
き
入
れ
｣
を
｢
共
感
｣
と
は
呼

ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
｢
共
感
｣
と
い
う
語
は
､
よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
芸
術
作
品
の
享
受
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
｢
感
情
｣
は
､
芸
術
が
模
倣
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
､

以
下
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
｡

｢
原
像
･
模
像
｣
関
係
が
成
り
立
つ
模
倣
的
ジ
ャ
ン
ル
(
声
楽
･
絵
画
･
舞
踊
)
は
い
ず
れ
も
､
あ
る
人
物
を
模
倣
す
る
｡
そ
れ
ゆ

一
二
一
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二
二

ぇ
こ
こ
で
は
､
原
像
と
な
る
べ
き
｢
他
者
｣
が
前
提
さ
れ
る
｡
｢
喜
び
｣
と
い
う
感
情
を
例
に
採
る
な
ら
ば
､
喜
ん
で
い
る
の
は
原
像
と

し
て
の
他
者
で
あ
･
つ
て
､
模
像
で
は
な
い
｡
こ
う
し
た
模
像
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
わ
れ
わ
れ
に
感
情
を
引
き
起
こ
す
と
す
れ
ば
､
わ
れ

ゎ
れ
の
こ
の
感
情
は
､
模
像
を
通
し
て
原
像
と
し
て
の
他
者
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
感
憎
が
｢
共
感
的
感
情
｣
と
特
徴
づ

け
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
器
楽
で
は
こ
う
し
た
｢
原
像
･
模
像
｣
関
係
は
成
り
立
た
な
い
｡
芸
術
家
は
､
あ
る
他
者
を
模
倣
し
よ
う
と

す
る
の
で
は
な
く
､
｢
そ
れ
自
体
｣
に
お
い
て
快
い
対
象
と
し
て
の
器
楽
曲
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
｡
｢
喜
び
｣
と
い
う
感
情
を
例
に
採
る

な
ら
ば
､
器
楽
そ
れ
自
体
が
喜
ば
し
い
対
象
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
こ
う
し
美
芸
術
作
品
が
わ
れ
わ
れ
に
感
情
を
引
き
起
こ
す
と
す
れ

ば
､
わ
れ
わ
れ
の
感
じ
る
感
情
は
､
あ
る
原
像
へ
上
関
係
づ
け
ら
れ
た
｢
共
感
｣
な
の
で
堪
々
＼
｢
わ
れ
わ
れ
自
身
の
｣
感
情
な
の
で

そ
れ
ゆ
え
に
､
哀
感
的
去
源
的
(
～
y
m
p
a
-
b
e
-
i
c
･
〇
r
i
g
i
n
a
こ
｣
と
い
う
対
概
念
は
､
他
者
を
指
示
す
る
か
否
か
､
と
い
う
点
か
ら
区

別
さ
れ
る
｡
喜
び
を
例
に
採
る
な
ら
ば
､
絵
画
な
ど
の
模
倣
的
ジ
ャ
ン
ル
の
場
合
は
､
措
か
れ
て
い
る
人
物
が
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
､

享
受
者
が
喜
ぶ
の
は
模
倣
さ
れ
た
他
者
の
喜
び
に
共
感
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
模
像
は
そ
れ
自
体
が
感
情
の
担
い
手
と

な
る
の
で
は
な
く
､
透
明
な
媒
体
と
な
っ
て
他
者
の
感
情
を
伝
え
る
に
す
ぜ
な
い
｡
そ
れ
に
対
t
､
喜
ば
し
い
器
楽
を
聞
く
享
受
者
は
､

自
ら
が
自
分
自
身
の
喜
び
と
し
て
喜
ぶ
｡
つ
ま
り
､
器
楽
曲
は
｢
原
像
･
模
像
｣
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
て
､
そ
れ
自
体
が
一
種
の
感
情

的
価
値
を
担
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
e
x
p
r
e
s
s
i
O
n
も
絵
画
と
器
楽
と
で
は
異
な
っ
た
位
置
づ
け
を
有
す
る
｡
絵
画
に
お
い
て

｢
表
情
.
(
e
x
p
r
巾
S
S
i
O
n
)
｣
の
担
い
手
は
｢
絵
画
に
描
写
さ
れ
た
人
物
｣
で
あ
る
が
､
器
楽
曲
は
そ
れ
自
体
が
あ
る
表
情
を
帯
び
る
の
で
あ

る

(
Ⅰ
-
.
い
こ
｡

こ
の
よ
う
に
器
楽
の
模
倣
性
を
否
定
す
る
ス
ミ
ス
は
､
次
に
ル
ソ
ー
の
音
楽
理
論
の
検
討
を
行
う
｡
と
い
う
の
も
､
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
､

ル
ソ
ー
こ
そ
は
音
楽
の
模
倣
説
を
唱
え
て
い
た
代
表
的
な
理
論
家
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
多
少
長
く
な
る
が
､
そ
の
一
節
を
引
用
し
ょ
う
｡



｢
器
楽
は
か
な
り
の
程
度
､
精
神
の
さ
ま
ざ
ま
の
気
分
や
状
態
を
引
き
起
こ
し
変
化
さ
せ
る
力
を
も
つ
､
と
い
う
こ
と
こ
そ
､

器
楽
に
き
わ
め
て
大
き
な
模
倣
の
力
が
帰
せ
ら
れ
､
器
楽
に
は
こ
う
し
た
模
倣
の
力
が
あ
る
と
い
う
評
判
が
生
じ
た
主
た
る
源
泉

で
あ
る
｡
鋭
利
に
分
析
す
る
こ
と
.
よ
り
は
力
強
く
感
受
す
る
こ
と
に
優
れ
た
著
作
家
で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
ル
ソ
ー
氏
は
次
の
よ

ぅ
に
述
べ
て
い
る
｡
.
『
:
-
…
音
楽
は
〔
聴
覚
に
訴
え
か
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
す
べ
て
の
事
物
を
､
視
覚
に
よ
っ
て
し
か
知
覚

で
き
な
い
対
象
さ
え
､
模
倣
す
る
｡
…
…
音
楽
家
の
技
術
は
､
聴
覚
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
像
を
､
こ
の
村
象
が
現
前
す
る
な

ら
ば
そ
れ
を
眺
め
る
人
の
精
神
の
内
に
喚
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
運
動
の
像
に
よ
つ
て
置
き
換
え
る
こ
と
に
存
す
る
㌔
す
な
わ
ち
､

〔
私
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
､
音
楽
家
の
技
術
は
､
視
覚
像
を
〕
視
覚
対
象
が
そ
れ
を
眺
め
る
人
の
気
分
や
状
態
に
村
し
て
引

き
起
こ
す
効
果
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
に
存
す
る
｡
ル
ソ
ー
は
続
け
て
言
う
｡
『
音
楽
家
は
…
…
こ
う
し
た
〔
海
の
波
､
.
大

火
､
荒
野
の
恐
怖
な
ど
の
〕
村
象
の
い
ず
れ
を
も
直
接
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
､
精
神
が
こ
れ
ら
の
対
象
を
見
た

と
き
に
感
じ
る
の
と
同
一
の
運
動
を
精
神
の
内
に
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る
』
｡

こ
の
ル
ソ
ー
の
き
わ
め
て
雄
弁
な
叙
述
に
対
し
て
は
､
私
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ざ
る
を
え
な
い
､
す
な
わ
ち
オ
ペ
ラ
の
舞
台
装
置

や
演
技
が
付
随
し
な
い
限
り
､
舞
台
画
家
と
詩
人
の
ど
ち
ら
か
あ
る
い
は
両
方
の
助
力
が
伴
わ
な
い
限
り
､
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
器

楽
は
､
こ
こ
で
〔
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
〕
そ
れ
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
効
果
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
引
き
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
､

と｣

(
【
1
.
N
†
N
ご
(
空

ス
ミ
ス
は
ル
ソ
ー
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ス
ミ
ス
は
ル
ソ
ー
と
と
も
に
､
器
楽
が
｢
精
神
の
さ
ま
ざ

ま
の
気
分
や
状
態
を
引
き
起
こ
し
変
化
さ
せ
る
力
を
も
つ
｣
こ
と
を
否
定
t
な
い
(
ス
ミ
ス
が
ル
ソ
ー
の
引
用
文
の
.
途
中
に
､
自
ら
の
表

現
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
｡
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
ル
ソ
ー
の
い
う
｢
運
動
の
像
｣
と
は
､
｢
気
分
や
状
態
｣
に
対
す
る
効

果
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
)
｡
両
者
の
議
論
を
分
か
つ
の
は
､
器
楽
の
引
き
起
こ
す
効
果
を
｢
模
倣
｣
と
み
な
す
か
否
か
､
で
あ

一
二
三



一
二
四

る
｡
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
､
情
念
の
喚
起
を
｢
表
現
｣
な
い
し
｢
模
倣
｣
と
し
て
捉
え
る
と
き
に
は
､
こ
の
情
念
が
あ
る
他
者
へ
と
帰
属
さ

せ
ら
れ
る
｡
｢
旋
律
に
お
け
る
音
響
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
単
に
音
響
と
し
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
､
わ
れ
わ
れ
の
情
念
､
感
情
の
記
号

と
し
て
作
用
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､
旋
律
に
お
け
る
音
響
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
､
そ
れ
が
表
現
す
る
〔
心
の
〕
動
き
を
引
き
起
こ
し
､

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
動
き
.
の
像
を
こ
の
音
響
の
内
に
再
認
す
る
∵
…
:
声
に
よ
る
記
号
(
s
i
g
n
e
v
O
C
a
こ
が
あ
な
た
の
耳
を
打
つ
と
､
そ
れ
は

直
ち
に
あ
な
た
に
似
た
存
在
を
あ
な
た
に
告
知
す
る
｣
(
R
O
u
S
S
e
a
u
も
p
ゝ
-
｣
㍉
N
こ
｡
音
響
は
｢
旋
律
｣
と
し
て
は
情
念
の
｢
記
号
｣
な
い

し
｢
像
｣
で
あ
り
､
そ
の
限
り
に
お
い
て
情
念
を
模
倣
す
る
｡
そ
れ
に
応
じ
て
､
聞
き
手
は
旋
律
の
内
に
他
者
の
存
在
を
知
り
､
そ
の
他

者
へ
の
共
感
を
通
し
て
旋
律
の
内
に
模
倣
さ
れ
た
他
者
の
情
念
を
自
ら
感
じ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
村
七
､
ス
ミ
ス
は
､
器
楽
の
引
き

起
こ
す
情
念
か
ら
こ
う
し
た
他
者
と
の
関
連
を
否
定
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
彼
が
ル
ソ
ー
と
は
異
な
っ
て
器
楽
に
記
号
性
を
認
め
な
い
､

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
｢
器
楽
が
生
み
出
す
効
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
､
旋
律
と
和
声
の
直
接
的
効
果
で
あ
っ
て
､
旋
律

と
和
声
に
よ
っ
て
記
号
表
示
(
s
i
g
n
i
ぞ
)
さ
れ
指
示
さ
れ
る
何
か
別
の
も
の
に
由
来
す
る
効
果
な
の
で
は
な
い
｡
旋
律
と
和
声
は
そ
も

そ
も
､
何
物
を
も
記
号
表
示
し
た
り
指
示
し
た
り
は
し
な
い
｣
(
Ⅰ
【
.
ご
)
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
､
ル
ソ
ー
が
音
楽
を
捉
え
る
と
き
の
二

重
の
視
点
､
す
な
わ
ち
｢
音
響
と
し
て
｣
と
い
う
視
点
と
｢
情
念
､
感
情
の
記
号
と
し
て
｣
と
い
う
視
点
を
､
ス
ミ
ス
が
否
定
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
｡
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
､
音
響
は
｢
音
響
と
し
て
｣
捉
え
る
ら
れ
る
と
き
に
｢
和
声
｣
で
あ
る
の
に
対
し
､
｢
情
念
､
感
情
の

記
号
と
し
て
｣
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
は
｢
旋
律
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
和
声
｣
が
非
模
倣
的
で
あ
る
の
に
村
し
､
｢
旋
律
｣
は
模
倣

的
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
二
分
法
は
ス
ミ
ス
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
｡
右
の
ス
ミ
ス
の
文
章
に
お
い
て
､
器
楽
の
効
果
が
｢
旋
律
と
和
声

の
直
接
的
効
果
｣
と
さ
れ
､
単
に
｢
和
声
｣
の
み
な
ら
ず
､
｢
旋
律
｣
も
ま
た
何
物
を
も
｢
記
号
表
示
｣
し
な
い
､
と
彼
が
論
じ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
よ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
ル
ソ
ー
が
和
声
の
内
に
認
め
批
判
し
た
形
式
化
へ
の
傾
向
性
が
､
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
器
楽
一
般

の
原
理
へ
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

器
楽
の
作
用
を
そ
の
形
式
性
の
内
に
求
め
る
ス
ミ
ス
に
残
さ
れ
た
課
題
は
､
器
楽
の
形
式
性
が
､
ル
ソ
ー
の
危
倶
す
る
よ
う
に
､
音
楽



の
脱
精
神
化
を
帰
結
す
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

な
る
ほ
ど
ス
ミ
ス
は
､
器
楽
よ
り
も
声
楽
の
方
が
勝
っ
て
い
る
､
と
い
う
認
識
を
当
時
の
人
々
と
共
有
し
て
い
た
｡
｢
器
楽
は
､
い
か

な
る
模
倣
が
な
く
と
も
､
か
な
り
の
効
果
を
持
ち
う
る
｡
た
し
か
に
､
器
楽
が
心
情
や
感
情
に
与
え
る
力
は
､
声
楽
の
そ
れ
に
比
べ
て
は

る
か
に
劣
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
は
い
え
､
し
か
し
､
そ
れ
で
も
器
楽
は
か
な
り
の
力
を
持
っ
て
い
る
｣
(
-
Ⅰ
･
N
ヱ
｡
だ
が
､
彼
の
議
論

の
力
点
が
､
器
楽
が
声
楽
に
劣
る
､
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
､
む
し
ろ
逆
に
､
器
楽
の
作
用
の
大
き
さ
を
強
調
す
る

こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
彼
は
器
楽
に
村
す
る
声
楽
の
優
位
と
い
う
当
時
の
一
般
的
観
念
を
追
認
し
っ
つ

も
､
器
楽
が
大
き
な
作
用
力
を
持
ち
う
る
こ
と
を
立
証
し
ょ
う
と
す
る
｡

そ
れ
で
は
､
こ
う
し
た
作
用
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
､
そ
し
て
い
か
に
し
て
そ
の
作
用
は
大
き
な
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
｡
｢
器

楽
曲
は
そ
れ
自
体
で
､
模
倣
な
い
し
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
い
か
な
る
対
象
を
も
指
示
す
る
こ
と
な
く
､
精
神
の
能
力
全
体
を
完
全
に

支
配
す
る
｡
き
わ
め
て
多
様
な
､
そ
し
て
快
く
旋
律
的
な
諸
音
が
､
共
時
的
に
も
継
起
的
に
も
配
列
･
集
成
さ
れ
て
､
完
結
し
た
規
則

的
体
系
(
c
O
ヨ
p
-
e
t
e
a
n
d
r
e
g
u
-
a
r
s
y
s
t
e
ヨ
)
を
構
成
す
る
な
ら
ば
､
精
神
は
そ
れ
を
観
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
際
､
単
に
き
わ
め
て

大
き
な
感
性
的
快
を
享
受
す
る
の
み
な
ら
ず
､
き
わ
め
て
高
次
の
知
的
快
を
も
享
受
す
る
｣
辛
い
三
｡
旋
律
と
和
声
に
よ
る
器
楽
曲
の

構
成
は
､
模
倣
さ
れ
る
対
象
か
ら
独
立
に
行
わ
れ
る
ゆ
え
に
､
外
界
と
の
関
係
を
絶
た
れ
､
い
わ
ば
自
律
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
器
楽
に
価
値
を
与
え
る
も
の
は
､
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
の
価
値
｣
で
も
｢
模
像
の
価
値
｣

で
も
な
く
､
｢
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
､
独
自
の
卓
越
し
た
価
値
｣
(
Ⅰ
〓
三
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
｡
声
楽
に
認
め
ら
れ
た
三
つ
の
価

値
の
内
､
器
楽
に
は
た
だ
第
三
の
価
値
の
み
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
対
応
し
て
､
器
楽
曲
を
聴
く
人
は
､
そ
れ
を
あ
る
他
者
の
感
情
に

か
か
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
､
そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
｣
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
結
し
た
構
成
体
､
す
な
わ
ち
｢
体
系
｣
と
し
て
聞
き
取

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
鴛
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
､
聞
き
手
の
営
み
は
､
す
で
に
鳴
り
響
い
た
｢
楽
句
(
p
e
r
i
｡
d
)
｣
を
｢
記
憶
｣
し

つ
つ
､
そ
の
楽
句
と
｢
対
応
｣
す
る
で
あ
ろ
う
次
の
｢
楽
句
｣
を
｢
予
見
｣
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
(
【
Ⅰ
･
N
ヱ
｡
こ
の
よ
う
に
､
器
楽
は
楽

一
二
五



一
二
大

曲
構
成
と
い
う
形
式
的
側
面
へ
の
知
性
的
注
意
力
を
高
度
に
必
要
と
し
､
そ
れ
に
伴
い
､
器
楽
の
快
も
知
性
的
な
も
の
と
な
る
｡
そ
れ
ゆ

ぇ
に
､
器
楽
は
こ
う
し
た
知
的
注
意
力
を
散
漫
に
す
る
よ
う
な
不
純
な
要
素
､
す
な
わ
ち
外
界
と
の
模
倣
的
関
係
を
排
除
す
る
こ
と
に
な

る
｡
｢
こ
う
し
た
器
楽
の
完
全
な
合
奏
は
､
そ
れ
に
付
随
す
る
い
か
な
る
も
の
を
も
必
要
と
し
な
小
の
み
な
ら
ず
､
ま
た
そ
れ
を
許
さ
な
い
｡

そ
こ
に
歌
や
舞
踊
が
付
随
す
る
と
､
…
…
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
注
意
力
を
高
め
る
代
わ
り
に
､
注
意
力
を
か
き
乱
し
て
し
ま
う
｣
(
Ⅰ
Ⅰ
.
呈
｡

昔
の
｢
結
合
(
c
｡
ヨ
b
i
n
a
-
s
｡
n
)
｣
の
内
に
音
楽
の
原
理
を
求
め
る
立
場
は
音
楽
を
非
精
神
化
す
る
､
と
批
判
す
る
ル
ソ
ー
は
､
音
響

を
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
｢
情
念
の
記
号
｣
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
､
と
述
べ
､
音
楽
の
模
倣
性
を
主
張
し
た
｡
ス
ミ
ス
の
.
器

楽
理
論
は
､
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
の
議
論
を
根
底
か
ら
覆
す
｡
｢
音
楽
が
そ
れ
を
構
成
す
る
音
響
の
結
合
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
特
定

の
対
象
を
指
示
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
音
楽
の
意
味
は
､
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
結
し
て
お
り
(
c
O
ヨ
p
-
e
t
e
i
n

i
t
s
e
-
f
)
､
そ
れ
を
説
明
す
る
解
説
項
を
必
要
と
し
な
い
｡
こ
う
し
た
音
楽
に
お
い
て
主
題
(
s
u
官
c
C
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
､
…
…
諸
音

の
主
要
な
結
合
二
e
a
d
i
n
g
c
O
m
b
i
n
a
t
i
O
n
)

-

音
楽
が
し
ば
し
ば
そ
こ
に
戻
り
､
音
楽
の
逸
脱
､
変
容
も
そ
れ
と
常
に
親
近
性
を
も

っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
音
形

-

に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
詩
な
い
し
絵
画
の
主
題
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
｡
後
者
の
主

題
は
詩
､
絵
画
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
…
…
〔
言
葉
や
色
彩
の
〕
結
合
と
は
全
く
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
器
楽
の
作

品
の
主
題
は
こ
の
作
品
の
一
部
で
あ
る
の
に
対
し
､
詩
､
絵
画
の
主
題
は
こ
れ
ら
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｣
(
Ⅰ
【
.
い
○
)
｡

こ
こ
に
お
い
て
､
器
楽
の
非
模
倣
性
は
そ
の
自
己
完
結
性
の
理
念
へ
と
結
晶
す
る
こ
と
に
な
る
｡
器
楽
の
意
味
の
自
己
完
結
性
と
は
､

模
像
が
原
像
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
は
や
原
像
を
指
し
示
す
こ
と
な
く
､
そ
れ
自
体
で
自
己
自
身
の
世
界
を
構
成

す
る
こ
と
に
ぼ
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
器
楽
曲
の
主
題
と
は
､
器
楽
曲
の
外
の
出
来
事
な
の
で
は
な
く
､
楽
曲
そ
れ
自
体
の
内
に

あ
っ
て
､
こ
の
楽
曲
を
構
成
す
る
主
要
原
理
を
な
す
｡
そ
れ
に
対
し
､
詩
･
絵
画
の
主
題
は
､
そ
の
言
葉
･
色
彩
の
結
合
の
内
に
あ
る
の

で
は
な
く
､
外
部
の
世
界
へ
と
開
か
れ
て
､
原
像
の
内
に
求
め
ら
れ
る
｡



結語彫
刻
･
絵
画
･
音
楽
を
論
じ
る
ス
ミ
ス
の
芸
術
論
が
｢
模
倣
的
技
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
生
じ
る
模
倣
の
本
性
に
つ
い
て
｣
と

遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
｢
模
倣
｣
と
は
芸
術
一
般
を
他
の
技
術
か
ら
区
別
す
る
弁
別
的
特
徴
で
あ

る
｡
だ
が
､
彫
刻
か
ら
絵
画
へ
､
そ
し
て
絵
画
か
ら
声
楽
へ
と
進
む
彼
の
議
論
の
展
開
は
､
芸
術
に
お
け
る
媒
体
の
果
た
す
役
割
が
増
大

し
､
模
像
が
原
像
か
ら
相
対
的
に
自
立
化
す
る
過
程
を
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
彫
刻
の
価
値
は
基
本
的
に
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
｣
に

由
来
す
る
の
に
対
し
､
絵
画
の
価
値
は
｢
模
倣
さ
れ
る
対
象
｣

の
み
な
ら
ず
｢
模
像
｣
に
も
由
来
す
る
｡
音
楽
(
声
楽
)

に
は
､
こ
れ
ら

二
つ
の
価
値
に
加
え
て
､
第
三
の
価
値
､
す
な
わ
ち
｢
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
､
独
自
の
卓
越
し
た
価
値
｣
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た

ジ
ャ
ン
ル
の
展
開
は
､
一
方
で
は
､
価
値
の
源
泉
の
多
様
化
を
意
味
す
る
が
､
他
方
で
は
､
｢
模
倣
す
る
も
の
｣
と
｢
模
倣
さ
れ
る
も
の
｣

と
の
｢
不
一
致
｣

の
増
大
を
､
換
言
す
れ
ば
､
模
倣
性
の
減
少
を
含
意
す
る
｡

そ
れ
で
は
､
こ
の
展
開
を
究
極
ま
で
推
し
進
め
る
と
､
い
か
な
る
帰
結
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
に
は
､
模
倣
性
を
全
く
持
た
な

い
ジ
ャ
ン
ル
が
要
請
j
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
｢
原
像
･
模
像
｣
関
係
が
否
定
さ
れ
る
以
上
､
第
三

の
価
値
の
み
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
り
､
価
値
の
源
泉
は
一
元
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
､
器
楽
と
は
ま
さ
に
そ
う
し

た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
､
そ
も
そ
も
ス
ミ
ス
が
こ
の
論
考
に
お
い
て
扱
う
主
題
で
あ
っ
た
｢
模
倣
的
技
術
と
呼

ば
れ
る
も
の
｣
で
は
な
い
｡
ス
ミ
ス
の
『
模
倣
的
技
術
論
』
は
､
音
楽
論
に
お
い
て
声
楽
か
ら
器
楽
へ
と
論
を
進
め
る
段
に
い
た
っ
て
､

そ
の
本
来
の
論
述
対
象
か
ら
逸
脱
す
る
｡
こ
の
意
味
で
は
､
彼
の
器
楽
論
は
こ
の
論
考
に
と
っ
て
周
縁
に
位
置
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
彼

が
､
声
楽
の
方
が
器
楽
よ
り
も
作
用
力
と
い
う
点
で
勝
る
､
と
蘇
り
返
し
述
べ
る
の
は
(
Ⅰ
〓
J
N
ヱ
､
単
に
彼
が
伝
統
的
な
音
楽
観
を

継
承
し
て
い
た
こ
と
に
で
は
な
く
､
彼
が
模
倣
性
を
芸
術
の
弁
別
的
特
徴
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
､
と
い
え
よ
う
｡

だ
が
､
こ
う
し
た
器
楽
の
捉
え
方
の
内
に
､
自
簡
的
な
芸
術
と
い
う
近
代
的
な
芸
術
観
が
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
は
､
今
日
の
わ
れ
わ
れ

の
目
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
で
は
､
器
楽
に
関
す
る
議
論
の
内
に
､
な
ぜ
こ
う
し
た
新
た
な
芸
術
観
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る一
二
七



一
二
八

の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
器
楽
が
い
か
な
る
対
象
を
も
模
倣
し
な
い
､
と
い
う
ま
ず
は
否
定
的
な
契
機
の
ゆ
え
で
あ
る
｡
よ
り
正
確
に

い
え
ば
､
器
楽
が
何
か
対
象
を
模
倣
す
る
か
否
か
､
と
い
う
客
観
的
事
実
が
重
要
な
の
で
は
な
く
､
器
楽
を
模
倣
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉

え
る
か
否
か
､
と
い
う
捉
え
方
こ
そ
重
蚤
で
あ
る
｡
器
楽
を
声
楽
な
い
し
言
論
に
即
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
(
雪
器
楽
を
そ
れ
自
体

と
し
て
捉
え
る
､
と
い
う
見
方
が
成
立
す
る
と
き
に
､
器
楽
の
非
模
倣
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
器
楽
の
非
模

倣
性
が
､
器
楽
に
と
っ
て
の
欠
陥
と
し
て
で
は
を
く
､
む
し
ろ
､
器
楽
に
と
っ
て
の
積
極
的
な
契
機
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
と
き
､
器
楽

は
自
然
模
倣
説
の
伝
統
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
模
倣
す
べ
き
対
象
か
ら
自
立
し
た
器
楽
は
､
た
だ
自
己
自
身
の
内
に
形
成
原
理

を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
｡
器
楽
は
そ
の
形
式
性
の
ゆ
え
に
､
｢
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
価
値
｣
を
持
つ
自
律
的
存
在
と
な
る
｡

こ
こ
で
ル
ソ
ー
の
議
静
を
想
起
し
よ
う
｡
た
し
か
に
､
ル
ソ
ー
も
ま
た
｢
和
声
｣
の
内
に
､
音
楽
の
形
式
性
を
見
て
取
っ
て
い
た
｡
し

か
し
､
彼
に
と
っ
て
和
声
の
形
式
性
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
否
定
的
要
因
に
す
ぎ
な
い
｡
彼
は
､
和
声
が
旋
律
の
持
つ
｢
抑
揚
を
生
気
づ

け
る
｣
可
能
性
を
認
め
る
が
､
和
声
が
旋
律
の
模
倣
性
か
ら
自
立
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
､
音
楽
の
非
精
神
化
と
し
て
否
定
す
る
｡
換

言
す
れ
ば
､
彼
は
模
倣
さ
れ
る
対
象
か
ら
全
く
自
律
的
な
形
式
性
を
認
め
な
い
(
鷲
そ
れ
に
村
し
､
ス
ミ
ス
は
｢
共
時
的
に
も
継
起
的

に
も
配
列
･
集
成
｣
さ
れ
た
諸
音
か
ら
な
る
｢
完
結
し
た
体
系
｣
と
し
て
､
器
楽
を
正
当
化
す
る
｡

ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
器
楽
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
自
己
完
結
性
の
理
念
が
芸
術
一
般
に
適
用
さ
れ
る
と
き
､
芸
術
は
自
然
模
倣
の
理
念
か

ら
完
全
に
解
放
さ
れ
､
村
象
的
世
界
か
ら
自
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
宅
だ
が
こ
こ
で
､
ス
ミ
ス
が
こ
う
し
た
芸
術
観
を
た
だ
器
楽
と

い
う
周
辺
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
の
み
提
起
し
た
(
あ
る
い
は
､
後
代
の
目
か
ら
見
れ
ば
､
提
起
し
え
た
､
と
い
っ
て
も
よ
い
)
､
と
い

ぅ
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
｡
周
縁
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
理
念
が
中
心
へ
い
た
る
一
大
変
動
を
経
て
､
初
め
て
自
律
的
芸
術
と
い

う
近
代
的
芸
術
観
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
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(
1
)

以
下
で
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
版
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
著
作
集
を
用
い
る
｡
F
模
倣
的
技
術
論
』
は
著
作
集
第
三
巻
哲
ぷ
雇
ミ
ニ
ま
ぎ
貞
豪
富
〓
E
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旨

(
E
P
S
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i
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.
D
套
i
g
h
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〇
x
訂
r
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i
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e
r
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P
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e
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芸
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に
収
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ら
れ
て
い
る
｡
引
用
に
際
し
て
は
､
慣
例
に

従
い
､
段
落
番
号
を
併
記
す
る
｡
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
会
監
修
｢
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
哲
学
論
文
集
｣

(
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大
学
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版
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収
の
邦
訳
(
須

藤
壬
章
他
訳
)
■
､
お
よ
び
佐
々
木
健
訳
冒
日
学
･
技
術
･
想
像
力

ー

哲
学
論
文
集

-

J
(
勤
葦
書
房
)
所
収
の
邦
訳
を
参
照
し
た
(
た
だ
し
､

本
文
と
の
関
係
上
､
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
)
｡
な
お
､
｢
模
倣
的
技
術
論
』

の
執
筆
年
代
に
関
し
て
は
確
実
な
こ
と
は
わ
か
ら
ず
､
六
四
年
以
前
に

そ
の
草
稿
が
遡
る
可
能
性
も
あ
る
が
､
八
〇
年
代
に
ス
ミ
ス
が
こ
の
論
考
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
(
E
P
S
p
p
J
J
O
⊥
｣
こ
｡

(
2
)

ス
ミ
ス
の
芸
術
理
論
を
扱
っ
た
論
考
と
し
て
は
､
ゝ
計
ヨ
叫
声
宣
こ
ざ
妄
芸
風
e
d
･
b
y
P
e
t
e
ニ
○
コ
e
S
a
コ
d
A
コ
d
-
e
W
S
･
S
k
i
∃
e
r
一
E
d
i
n
b
u
r
g
h
-

U
コ
i
く
巾
r
S
i
t
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P
r
Q
S
S
一
】
ヨ
N
所
収
の
二
つ
の
論
文
(
J
.
C
.
B
童
C
e
-
L
e
c
t
亡
-
e
O
n
-
b
e
t
O
r
i
c
a
邑
b
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〓
e
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e
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t
-
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P
J
O
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e
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→
h
e
a
e
s
t
h
e
t
i
c
s
O
r
A
d
a
ヨ

Sヨith)､および藤江効子｢アダム･スミスの芸術論1音楽論を中心に---｣(桐朋学園大学研究紀要第二集､一九七六
年)

の
三
つ
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
｡
l
O
m
e
S
の
論
考
は
ス
ミ
ス
の
議
論
を
同
時
代
の
芸
術
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
返
そ
う
と
す
る
も
の
だ

が
､
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
推
測
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
｡

(
3
)

1
.
P
e
t
e
r
も
r
t
.
C
i
t
.
も
.
ヨ
.

(
4
)
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.
M
i
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ヨ
h
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､
ミ
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ゝ
叫
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､
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Q
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C
ミ
已
毒
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-
白
C
訂
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芸
已
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､
訂
き
已
巾
ト
､
ざ
白
扇
C
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ヨ
b
r
i
d
g
e
こ
芸
｣
･

1
.
P
e
t
O
r
.
a
ユ
.
c
i
t
.
も
p
.
u
｣
㍉
ナ
諾
.

(
5
)

ス
ミ
ス
は
ル
ソ
ー
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
､
そ
の
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
｡
J
a
ヨ
e
S
B
O
ヨ
a
-
〕
ゝ
C
ミ
已
局
完
♀
､
訂
ト
､
亨
n
蔓
旦
ゝ
計
ヨ

h
邑
､
チ
S
e
c
O
n
d
E
d
i
t
i
O
n
}
L
O
コ
d
O
コ
ー
や
い
ぃ
も
｣
竺
は
､
ス
ミ
ス
が
ル
ソ
ー
の
r
フ
ラ
ン
ス
音
楽
に
関
す
る
書
簡
｣

(
一
七
五
三
年
)
を
踏
ま
え
て

い
る
､
と
断
定
し
て
い
る
が
､
ル
ソ
ー
の
同
論
考
に
ス
ミ
ス
の
訳
に
相
当
す
る
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
｡
E
P
S
こ
二
麗
に
あ
る
よ
う
に
､
ル
ソ
ー

の
r
音
楽
辞
典
｣
の
｢
模
倣
｣
の
項
目
(
後
に
､
r
百
科
全
書
(
追
補
)
｣
第
三
巻
(
一
七
七
七
)
年
に
収
め
ら
れ
る
)
.
か
ら
ス
ミ
ス
が
引
用
し
て

い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
な
お
､
ス
ミ
ス
の
蔵
書
に
は
ル
ソ
ー
の
r
音
楽
辞
典
】
は
見
当
た
ら
な
い

(
l
●
B
O
コ
a
r
も
p
･
C
i
t
･
も
p
･
-
巴
･
-
竺
u
N
≡
-

〓
.
M
i
z
u
t
a
}
卓
C
､
､
.
ち
ー
]
エ
の
で
､
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
は
r
百
科
全
書
｣
の
項
目
を
参
照
し
た
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

(
6
)

今
日
的
な
意
味
に
お
け
る
｢
芸
術
｣
を
意
味
す
る
た
め
に
i
ヨ
i
t
a
t
i
v
e
㌢
s
と
い
う
表
現
が
十
人
世
紀
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
さ

ま
ざ
ま
な
著
作
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
∴
ン
ヨ
ー
ン
ズ
卿
の
論
考
O
n
t
h
e
A
r
t
s
C
O
∋
∋
○
コ
一
y
C
a
〓
e
d
-
ヨ
i
t
a
t
i
v
e

(
-
ヨ
N
)

を
挙
げ
て
お
こ
う
｡
著
者
は
､
｢
詩
､
音
楽
､
･
絵
画
｣
が
当
時
の
人
々
に
よ
っ
て
a
ユ
s
ヨ
e
r
e
】
y
i
ヨ
i
t
a
t
i
v
e
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘している(in‥内宮､完3､チC呈薫てCrミc已内諾琶}editedbyS.瞥edge〉CO⊇eニUコive･Si-yPress】芸--<｡〓言･讐N)｡それに先
立
っ
て
は
､
例
え
ば
､
バ
ー
ク
も
r
崇
高
と
美
の
観
念
の
起
源
に
つ
い
て
の
哲
学
的
省
察
｣
(
一
七
五
七
年
)
に
お
い
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る

(
語
義
に
つ
い
て
は
拙
稿
F
r
O
ヨ
.
R
巾
p
r
e
S
e
コ
t
a
t
i
O
n
ご
〇
.
S
y
ヨ
p
a
t
b
y
.
‥
→
h
O
G
e
n
e
s
i
s
O
〓
h
e
.
A
ユ
i
s
二
コ
B
u
-
k
e
〉
s
→
h
e
O
r
y
O
f
t
h
e
S
u
b
〓
∋
e
】

一
二
九



一
三
〇

き
､
､
象
3
旦
ヨ
～
訂
c
ミ
キ
阜
卜
蔓
3
､
.
穿
訂
S
首
r
已
ぎ
N
山
(
-
遥
ヱ
も
p
.
u
:
0
0
参
照
)
｡
な
お
､
ス
ミ
ス
が
所
持
し
て
い
た
パ
ー
ク
の
こ
の
書
物

(
第
九
版
､
一
七
八
二
年
)
は
､
現
在
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
は
ス
ミ
ス
に
よ
る
書
き
込
み
な
ど
は
一
切

な
く
､
果
た
し
て
ス
ミ
ス
が
こ
.
の
書
物
を
実
際
に
読
ん
だ
か
否
か
は
確
言
で
き
な
い
｡

(
7
)

タ
タ
ル
キ
ュ
ヴ
イ
チ
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
F
西
洋
思
想
大
事
典
』
(
第
画
巻
､
三
六
〇
頁
､
平
凡
社
､
.
一
九
九
〇
年
)
参
照
｡

(
8
)
な
お
､
ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
の
接
点
は
､
五
〇
年
代
後
半
に
ま
で
遡
る
｡
ス
ミ
ス
は
ル
ソ
ー
の
『
不
平
等
起
源
論
二
一
七
五
五
年
)
を
.
そ
の
公
刊
直

後
に
読
み
､
｢
道
徳
感
情
論
』
(
一
七
五
九
年
)
に
お
い
て
は
直
接
名
指
す
こ
と
な
く
､
｢
言
語
起
源
論
｣
(
一
七
六
一
年
)
に
お
い
て
は
直
接
名
指

し
て
､
r
不
平
等
起
源
論
』
の
議
論
に
言
及
し
て
い
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
次
の
論
考
を
参
照
｡
E
.
G
.
W
e
s
t
〉
A
d
a
ヨ
S
ヨ
i
t
h
a
n
d

ROuSSeauSす占iscOurSeOnlnequa】ity㌦二nspiratiOnOrPrOく｡CatiOn弓.旨弓喜､尾野Q宝ヨ打身簑きS

(
】
3
こ
.

(
9
)

ル
ソ
ー
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
､
J
e
苧
l
a
c
q
u
e
R
O
u
S
S
e
a
u
}
Q
§
1
内
岩
Q
鳶
､
ぎ
二
.
<
〉
G
a
≡
ヨ
a
r
d
-
篭
u
を
用
い
る
｡
な
お
､
ル
ソ
ー
の
音
楽

関
係
の
屠
作
の
邦
訳
と
し
て
は
『
ル
ソ
ー
全
集
し
(
白
水
社
)
第
十
二
巻
に
所
収
の
海
老
沢
敏
訳
を
､
F
言
語
題
源
諭
し
の
邦
訳
と
し
て
は
､
同
全

集
第
十
三
巻
所
収
の
竹
内
成
昭
訳
､
お
よ
び
小
林
幸
彦
訳
(
現
代
思
潮
社
)
を
参
照
し
た
｡

(10)

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
､
後
に
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
〓
一
七
九
〇
年
)
第
空
節
に
お
い
て
､
線
描
を
そ
の
本
質
と
す
る
.
｢
絵
画
術
｣
か

ら
｢
色
彩
術
｣
を
底
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
カ
ン
ト
に
お
け
る
芸
術
分
類
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

(
‖
)

な
お
､
後
に
ス
ミ
ス
の
議
論
を
検
討
す
る
際
に
､
声
楽
と
器
楽
と
の
相
違
が
問
題
と
な
る
の
で
､
そ
の
点
に
つ
い
て
の
ル
ソ
ー
の
見
解
を
こ
こ
で

検
討
し
て
お
き
た
い
｡
模
倣
的
音
楽
の
特
徴
を
｢
語
る
よ
う
な
抑
揚
｣
(
p
.
望
0
0
)
の
内
に
求
め
る
ル
ソ
ー
が
､
声
楽
を
音
楽
に
と
っ
て
の
範
型
に

と
.
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
だ
が
､
彼
は
器
楽
か
ら
こ
う
し
た
模
倣
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
声
楽
に
典
型
的
に
認
め

ら
れ
る
よ
う
な
模
倣
性
を
器
楽
に
も
要
求
し
て
い
る
｡
｢
旋
律
､
和
声
､
速
度
､
楽
器
と
声
の
選
択
､
こ
れ
ら
は
音
楽
的
言
語
を
構
成
す
る
要
素

で
あ
る
｡
だ
が
､
〔
そ
れ
ら
の
中
で
は
〕
旋
律
が
､
〔
言
葉
の
〕
文
法
的
､
弁
論
的
抑
揚
と
直
接
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
､
他
の
諸
要
素
に

対
し
て
性
格
を
与
え
る
要
素
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
器
楽
に
お
い
て
も
声
楽
に
お
い
て
も
､
常
に
歌
(
c
h
a
n
こ
か
ら
主
た
る
表
現
が
引
き
出
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
｣

(
p
.
竺
ヱ
｡

(空

M
a
r
c
u
s
F
a
b
i
u
s
曾
i
n
t
i
〓
a
n
u
s
ゝ
監
≡
ぎ
扁
賢
哲
旨
3
･
H
J
S
g
･
u
n
d
き
巾
r
S
.
く
｡
n
コ
.
R
a
b
n
.
D
a
m
s
t
a
d
二
違
ぃ
.
V
O
】
.
♪
下
意
声
ク
イ
ン
テ
ィ

リ
ア
ヌ
ス
｢
弁
論
家
の
教
育
j
(
邦
訳
､
第
二
巻
四
八
頁
)
｡

(
り
)

J
.
B
.
D
u
b
O
S
〉
知
宅
邑
害
C
r
亘
罵
一
等
､
ミ
Q
賢
㌻
篭
､
ミ
已
ミ
§
?
勺
a
計
】
ご
ヱ
】
ヨ
)
ち
声
R
e
p
r
i
n
t
‥
G
e
n
ぎ
e
-
麗
ウ
デ
ュ
ボ
ス
r
詩
画

論
I
｣

(
木
幡
瑞
枝
訳
､
玉
川
大
学
出
版
部
)
､
三
四
頁
｡

(14)

こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
､
困
難
の
克
服
を
芸
術
の
特
徴
と
み
な
す
伝
統
に
従
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
次
の
論
考
を
参
照
｡
E
d
w
a
r
d
Y
O
u
n
g
も
n
L
y
r
i
c

P
O
e
t
学
E
〓
e
d
g
e
(
e
d
シ
h
葺
き
記
ミ
テ
C
空
ミ
S
ヾ
C
r
ミ
c
已
臣
h
竜
一
も
.
土
†

(15)

無
論
､
こ
こ
で
は
､
卓
越
し
た
彫
刻
作
品
と
下
手
な
絵
画
作
品
と
の
比
較
が
問
題
上
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
､
ス
ミ
ス
は
あ
く
ま
で
も
彫
刻



一
般
と
絵
画
一
般
と
い
う
視
点
か
ら
両
者
を
比
較
し
て
い
る
｡

(
1
6
)
十
八
世
紀
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論
､
お
よ
び
そ
の
絵
画
性
に
つ
い
て
は
､
佐
々
木
竺

｢絵画の時代としての十人世紀-思想史の一

座標-｣｢思想｣(七七六号､一九八九年)､および拙著r象徴の美学j(東京大学出版会､一九九五年)第一章参照｡

(
1
7
〉
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
､
芸
術
作
品
は
そ
の
享
受
者
を
欺
い
て
､
あ
た
か
も
原
像
そ
れ
自
体
を
享
受
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､
こ
う
し
た
｢
欺
き
｣
に
対
し
て
d
e
c
e
i
-
や
d
e
c
e
p
-
i
O
n
と
い
っ
た
術
語
が
用
い
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
E
･
バ
ー
ク
の

用
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
｡
｢
芸
術
家
は
観
照
者
に
対
し
て
､
豊
富
な
欺
き
(
g
e
n
e
r
O
u
S
d
e
c
e
i
-
)
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
｣
(
E
.
B
u
r
k
e
ゝ

201918
(21)(22)(23)(24)

蔓
､
Q
遥
q
ミ
c
已
叫
3
言
草
､
ミ
ミ
訂
Q
r
昏
3
旦
Q
弓
寮
e
さ
訂
幹
冥
莞
§
旨
～
邑
さ
､
･
E
d
･
-
y
l
･
1
由
O
u
-
-
芦
-
芸
竹
O
x
冒
d
‥
B
l
a
c
k
w
e
〓
u

-
蓋
→
p
･
｣
ヱ
｡
こ
う
し
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
理
論
に
対
し
て
ス
ミ
ス
は
､
｢
彫
刻
､
絵
画
の
偉
大
な
巨
匠
の
作
品
は
､
決
し
て
欺
き
(
d
e
c
e
p
t
i
O
n
)

に
よ
っ
て
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
が
温
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
両
者
は
､
決
し
て
､
そ
れ
が
描
写
し
て
い
る
実
在

の
事
物
と
取
り
違
え
ら
れ
な
い
し
､
ま
た
そ
の
よ
う
に
取
り
違
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
も
な
い
｣
(
〓
エ
､
と
反
論
す
る
｡

横
山
雅
｢
ヨ
ー
ハ
ン
･
マ
ッ
テ
ゾ
ン
の
音
楽
情
念
論
｣
貢
学
史
研
究
叢
至
第
五
輯
(
東
京
大
学
文
学
部
､
一
九
七
九
年
)
､
三
八
貫
参
照
｡

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
､
歌
の
原
初
的
な
形
態
に
お
い
て
｢
言
葉
｣
は
｢
長
い
間
何
ら
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
｣
(
l
【
.
ご
｡

こ
う
し
た
考
え
は
､
例
え
ば
バ
ト
ウ
ー
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
当
時
の
自
然
の
美
化
説
を
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
｡

儲しくは拙稿｢可能的世界と創造の類比-ライプニッツ･ヴオルフ学派の美学-｣r思想｣(八二六号､一九九三年)参
照｡さ

ら
に
､
次
の
箇
所
を
参
照
｡
｢
器
楽
は
､
そ
れ
固
有
の
旋
律
七
和
声
を
ひ
ど
く
損
な
う
と
い
う
代
償
を
払
わ
な
く
て
は
､
眉
然
的
対
象
の
音
響
を

不
完
全
に
し
か
模
倣
し
え
な
い
､
と
い
う
の
も
､
こ
う
し
た
音
響
の
ほ
と
ん
ど
は
旋
律
も
和
声
も
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
｣
(
己
u
)
Q

な
お
こ
こ
で
は
､
作
曲
家
が
自
己
の
感
情
を
表
現
す
る
､
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
う
し

た
問
題
設
定
は
こ
の
時
期
に
は
い
ま
だ
成
り
立
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

ル
ソ
ー
か
ら
の
引
用
は
､
r
音
楽
辞
典
｣
の
｢
模
倣
｣
の
一
節
で
あ
り
(
R
O
u
S
S
e
a
u
も
p
.
芸
?
0
0
巴
)
､
ス
ミ
ス
の
英
訳
は
正
確
で
あ
る
｡

｢
体
系
｣
守
い
う
概
念
は
す
で
に
r
道
徳
感
情
論
二
一
七
五
九
年
)
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
｡
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
の
は
､

ス
ミ
ス
が
ヒ
ユ
ー
ム
の
功
利
主
義
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
｡
ヒ
ユ
ー
ム
は
天
性
論
｣
第
三
部
二
七
四
〇
年
)
に
お
い
て
､
一
｢
あ
る

目
的
の
た
め
の
手
段
は
､
目
的
が
快
い
場
合
に
の
み
快
い
も
の
と
な
り
う
る
｣
(
D
.
ぎ
ヨ
e
ゝ
ぎ
邑
完
Q
3
き
喜
3
吉
､
弓
♪
e
d
.
b
y
r
A
.
S
e
-
b
y
･

B
i
g
g
｡
･
〇
x
ぎ
d
】
3
0
0
ち
u
ヨ
)
(
土
岐
邦
夫
訳
､
r
ロ
ッ
ク
･
ヒ
ユ
ー
ム
』
､
中
央
公
論
社
､
五
二
六
頁
)
､
と
述
べ
る
が
､
そ
れ
に
対
し
ス
ミ
ス
は
､

目
的
の
快
に
よ
っ
て
手
段
の
快
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
っ
て
､
む
し
ろ
､
手
段
の
相
応
し
さ
(
合
目
的
性
)
そ
れ
自
体
が
快
を
引
き
起

こ
す
こ
と
が
あ
る
､
と
論
じ
る
｡
｢
わ
れ
わ
れ
は
､
〔
あ
る
技
巧
が
目
的
を
達
成
す
る
と
き
に
､
こ
の
目
的
を
評
価
す
る
の
み
な
ら
ず
､
こ
の
目
的
を

達
成
す
る
技
巧
の
体
系
そ
れ
自
体
に
注
目
す
る
と
い
う
〕
体
系
の
精
神
の
ゆ
え
に
､
す
な
わ
ち
技
巧
･
工
夫
へ
の
あ
る
種
の
愛
の
ゆ
え
に
､
目
的

〓
ニ
ー



一
三
二

よ
り
も
手
段
の
方
を
高
く
価
値
評
価
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
仲
間
が
被
っ
た
り
享
受
し
た
り
す
る
感
情
に
つ
い
て
直
接
感
覚
な
い
し
感
受

す
る
ゆ
え
に
で
は
な
く
､
美
し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
あ
る
体
系
を
完
全
に
し
促
進
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
､
他
者
の
幸
福
を
促
進
し
よ
う
と
す
る

場
合
が
あ
る
｣
(
A
･
S
ヨ
き
⊇
q
⊇
電
導
阜
雰
r
已
紆
ミ
ぎ
蔓
♪
n
d
.
b
y
D
≠
R
a
p
h
a
e
-
a
n
d
A
.
L
.
M
a
c
ぎ
O
x
雷
d
-
3
や
ワ
ー
0
0
u
)
(
雷
徳
感
情

論
｣
､
水
田
洋
訳
､
筑
摩
書
房
､
二
八
二
頁
)
｡

な
お
､
一
七
六
一
年
の
｢
言
語
起
源
論
｣
で
は
､
原
初
的
言
語
(
具
体
的
事
象
を
具
体
的
に
表
象
す
る
言
語
)
か
ら
合
理
的
言
語
(
具
体
的

事
態
を
抽
象
的
要
素
に
分
解
な
い
し
分
節
化
す
る
言
語
)

の
成
立
す
る
過
程
が
､
｢
体
系
｣
.
の
成
立
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
A
.
S
m
i
チ

ト
邑
弓
～
芸
3
空
已
Q
r
打
払
む
曽
､
､
内
的
ト
各
r
き
O
x
ぎ
d
-
買
ご
忘
-
0
0
)
｡

(25)

先
に
註
(
‖
)
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
ル
ソ
ー
は
器
楽
皇
戸
楽
に
即
し
て
捉
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た
見
方
は
､
十
八
世
紀
中
葉
に
お
い
て
支
配
的

な
も
の
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
マ
ッ
テ
ゾ
ン
は
F
完
全
な
楽
長
｣
(
l
七
二
.
元
年
)
に
お
い
て
巴
a
n
g
･
R
e
d
e
と
し
て
の
器
楽
と
い
う
理
念
を
立
て
､

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
声
楽
に
お
け
る
歌
詞
は
主
と
し
て
情
念
の
描
写
に
役
立
つ
｡
だ
が
､
そ
の
際
注
意
す
べ
き
は
､
言
葉
が
な
く
と
も
､

っ
ま
り
単
な
る
器
楽
に
お
い
て
も
…
…
常
に
支
配
的
な
心
情
の
描
写
を
目
指
し
､
そ
の
結
果
､
楽
器
が
音
響
を
通
し
て
､
い
わ
ば
語
る
よ
､
つ
な
明

確
な
掛
奏
を
行
う
､
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
(
J
O
b
a
n
コ
M
a
t
t
h
e
s
O
n
も
篭
V
茎
訂
ヨ
ヨ
害
穿
凰
､
邑
旨
r
盲
a
ヨ
b
u
r
g
-
…
〉

R
e
p
r
i
n
t
‥
不
p
～
S
e
〓
苫
-
}
S
.
-
N
ご
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
横
山
雅
､
前
掲
論
文
､
一
二
四
頁
以
下
参
照
｡

(空

ル
ソ
ー
は
r
音
楽
辞
典
】
の
｢
表
現
｣
と
い
う
項
目
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
和
声
は
､
旋
律
の
音
程
を
的
確
で
正
確
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
､

表
現
を
力
強
い
も
の
に
さ
え
す
る
｡
…
:
･
こ
う
し
た
仕
方
で
和
声
が
作
ら
れ
る
と
き
､
そ
れ
ほ
作
曲
家
に
対
し
て
表
現
の
た
め
の
多
大
な
手
段
を

与
え
る
｡
だ
が
､
も
し
も
作
曲
家
が
表
現
を
た
だ
和
声
の
内
に
の
み
求
め
る
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
手
段
は
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
｡
と
い
う
の
も
､

そ
の
と
き
作
曲
家
は
､
〔
旋
律
の
〕
抑
揚
を
生
気
づ
け
る
代
わ
り
に
､
和
音
に
よ
っ
て
抑
揚
を
窒
息
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｣
(
R
O
u
S
S
e
a
u
}

P
.
∞
N
O
)
｡

(27)

モ
ー
リ
ソ
ツ
は
一
七
八
五
年
に
､
ぞ
れ
自
体
に
お
い
て
完
結
し
た
鶴
の
(
i
コ
S
i
c
h
s
e
-
b
s
t
<
○
〓
e
n
d
e
t
e
s
)
｣
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
要
し
い
も
の
｣

を
捉
え
､
伝
統
的
な
芸
術
の
自
然
模
倣
説
を
批
判
す
る
が
(
K
.
P
h
.
M
O
r
i
t
z
-
き
r
訂
リ
F
r
a
n
k
2
ユ
a
ヨ
M
a
i
n
-
冨
-
-
く
○
-
.
ぃ
ち
u
会
)
､
こ
の
モ
ー
リ
ッ

ッ
に
見
ら
れ
る
自
己
完
結
性
と
い
う
芸
術
理
念
は
ス
ミ
ス
の
そ
れ
と
符
合
す
る
｡
モ
ー
リ
ソ
ツ
に
関
し
て
は
､
拙
著
｢
象
徴
の
美
学
L
(
第
三
章
第

二
節
)
参
照
｡


