
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
美
学
思
想
に
お
け
る
性
格
(
c
a
r
a
c
t
㌣
e
)
概
念
の
役
割

Ⅰ音渠論と建築論との比較を手がかりとして----

小

穴

晶

子

は
じ
め
に

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
美
学
思
想
に
お
け
る
性
格
概
念
の
役
割
を
考
え
る
た
め
に
は
､
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
論
に
お
け
る
性

格
概
念
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
､
特
に
建
築
論
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
建
築
論
に
お
い
て
は
､
性
格
概
念
を
主
要
概
念

三

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
文
献
が
多
く
あ
り
､
こ
れ
に
関
す
る
研
究
も
す
で
に
幾
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
本
論
は
こ
の
点
に
注
目

(2〉

し
て
､
論
者
が
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
検
討
し
て
き
た
シ
ャ
バ
ノ
ン
(

C
b
p
b
a
n
O
n

)
の
音
楽
論
と
若
干
の
建
築
論
に
お
け
る
性
格
概

念
の
比
較
を
通
じ
て
､
こ
の
概
念
が
美
学
思
想
に
お
い
て
演
じ
た
役
割
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

ま
ず
､
本
論
で
取
り
上
げ
る
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡

即
L
e
C
a
…
u
S
d
2
M
か
N
i
e
r
㌢
N
･
(
-
謹
･
緊
こ
-
訂
G
雪
臥
Q
竺
､
邑
ぎ
ぎ
2
冒
邑
邑
～
ぎ
乳
呈
§
勇
払
雪
邑
計
卓

-
遥
○
-
宣
i
昇
O
f
f
R
e
p
r
i
n
t
,
G
e
n
か
く
e
こ
当
N
･

②
B
邑
-
e
e
串
ト
(
-
講
読
･
浩
こ
ー
A
主
音
ぎ
慧
数
等
旨
…
r
か
s
2
n
t
a
t
i
O
n
p
a
r
J
･
去
･

､

p
㌢
○
亡
S
e
d
e
害
n
t
c
-
O
S
-
e
d
i
t
i
O
n
S
H
e
∃
a
n
n
｣
漂
0
0
.
(
手
稿
の
正
確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
編
者
の
ペ
ル
ー
ズ
･
ド
･
モ

ン
ク
ロ
に
よ
れ
ば
少
な
く
と
も
一
七
九
三
年
以
前
で
あ
る
と
さ
れ
る
)



㈱
C
h
a
b
a
コ
O
n
こ
戸
P
.
G
.
d
e
ご
→
N
?
¢
N
)
も
訂
篭
邑
計
さ
払
匂
§
訂
ぎ
功
一
ぎ
Q
､
紆
苫
ま
針
已
学
鴫
責
已
払
弓
訂
苫
ミ
丸
か
き
ざ
さ
篭
葺
慧

乱
こ
ゞ
ミ
｣
ヨ
¢
-
r
e
p
r
i
n
t
㌫
-
a
t
k
i
n
e
-
G
e
n
㌢
e
こ
霊
ゆ
･

建
築
論
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
た
ル
･
カ
ミ
ュ
･
ド
･
メ
ジ
ィ
エ
ー
ル
(
以
下
､
ル
･
カ
ミ
ュ
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
)

と
プ
レ
は
､
ザ
ン
ビ
ア
ソ
に
よ
っ
て
､
比
較
的
体
系
的
な
形
で
性
格
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
見
ら
れ
る
二
例
と
さ
れ
て
お

帽
､
内
容
の
連
関
も
み
ら
れ
る
｡
ま
た
､
音
楽
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
著
作
と
も
年
代
的
に
近
似
し
て
お
り
､
比

較
の
対
象
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
ぇ
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
ら
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
の
で
は
あ
る
が
､
本
論
で
は
三
著
作
の
比
較
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
共
通
の
基
礎
を
引
き
出
す
こ
と
を
主
眼
と

し
た
い
｡

一
､
ル
･
カ
ミ
ュ
､
プ
レ
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
性
格
論
の
概
要

ま
ず
､
問
題
と
な
っ
て
い
る
性
格
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
概
観
し
て
お
き
た
い
｡

ル
･
カ
､
､
､
ユ
の
発
想
の
原
点
の
一
つ
に
は
､
ル
･
ブ
ラ
ン
(
｢
e

B
r
u
n
)
の
表
情
論
が
あ
る
｡
｢
そ
の
才
能
か
祖
国
の
名
誉
と
な

っ
て
い
る
有
名
な
ル
･
プ
ラ
ン
は
､
情
念
の
性
格
を
我
々
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
原
理
の
真
実
を
証
明
し
た
｡
｣
｢
こ
の
原
理
｣

と
は
､
自
然
の
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
､
ル
･
カ
ミ
ュ
は
こ
の
引
用
の
直
前
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡
｢
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
各
対
象
は
自
ら
に
固
有
の
性
格
を
持
ち
､
し
ば
し
ば
､
一
本
の
線
､
単
一
な
輪
郭
で

も
そ
れ
を
表
す
の
に
充
分
で
あ
る
こ
と
を
私
は
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
(
中
略
)
人
は
､
猫
の
換
(
t
竺
2
)
に
裏
切
り
の
性
格
を

亘

認
め
る
｡
小
羊
の
顔
に
は
優
し
さ
と
善
良
さ
が
描
か
れ
て
お
り
､
狐
の
顔
つ
き
は
繊
細
さ
と
ず
る
賢
さ
を
示
し
て
い
る
｡
｣

彼
は
こ
の
表
情
の
性
格
論
を
､
物
に
､
さ
ら
に
は
建
築
に
も
応
用
し
よ
う
と
す
る
｡
｢
こ
う
し
て
､
生
命
の
な
い
物
に
お
い
て
は
形

七≡



七四

(
㌢
r
ヨ
e
)
が
､
あ
る
も
の
を
我
々
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
も
の
と
し
､
他
の
も
の
を
不
快
な
も
の
と
す
る
｡
一
輪
の
花
は
目
を
楽
し

ま
せ
､
我
々
の
う
ち
に
快
い
共
感
を
引
き
起
こ
し
､
そ
の
諸
部
分
の
配
置
が
我
々
を
引
き
つ
け
る
｡
ど
う
し
て
私
の
論
じ
て
い
る
芸

術
の
所
産
が
同
じ
利
点
を
持
た
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
｡
あ
る
建
造
物
は
そ
の
総
体
に
よ
っ
て
哉
々
の
視
線
を
固
定
す
る
｡
そ

の
全
体
が
我
々
を
引
き
つ
け
る
か
､
は
ね
の
け
る
か
す
る
｡
偉
大
な
記
念
建
築
を
吟
味
す
れ
ば
､
我
々
は
互
い
に
対
立
す
る
異
な
っ

た
感
覚
を
感
じ
る
｡
あ
ち
ら
で
は
陽
気
さ
を
､
こ
ち
ら
で
は
憂
鬱
を
｡
あ
る
も
の
は
我
々
の
魂
を
沈
思
黙
考
に
お
い
て
集
中
さ
せ
､

三

他
の
も
の
は
称
賛
さ
せ
た
り
､
尊
敬
さ
せ
た
り
､
な
ど
｡
｣
生
命
の
な
い
物
体
で
あ
っ
て
も
そ
の
形
に
よ
っ
て
我
々
の
な
ん
ら
か
の

情
緒
的
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
主
張
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
考
え
が
建
築
の
性
格
論
を
展
開
す
る
上
で
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
に
し
て
展
開
さ
れ
る
彼
の
性
格
論
に
は
､
確
か
に
ザ
ン
ビ
ア
ソ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
体
系
的
に
論
じ
よ
う
と
す

る
意
図
が
見
ら
れ
る
が
､
そ
の
方
法
は
考
え
得
る
す
べ
て
の
場
合
を
列
挙
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
論
述
は
､
建
築
論
の

伝
統
的
な
主
題
で
あ
っ
た
五
つ
の
主
要
オ
ー
ダ
ー
(
ト
ス
カ
ナ
式
､
ド
リ
ア
式
､
イ
オ
ニ
ア
式
､
コ
リ
ン
ト
式
､
混
合
式
)
の
性
格
､

建
築
の
外
観
の
性
格
､
建
築
内
部
の
各
部
屋
の
性
格
に
関
す
る
記
述
を
含
ん
で
い
る
｡
こ
れ
ら
の
個
〝
の
具
体
的
な
記
述
を
支
え
る

原
則
と
し
て
は
､
外
観
の
性
格
に
関
す
る
記
述
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
一
節
を
引
用
し
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
｢
建
築
に
お
け

る
真
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
(

h
a
r
m
O
n
i
e

)
は
主
要
な
ま
と
ま
り
を
な
す
部
分
(
m
a
s
s
e
s
･
)
の
調
和
(
a
c
e
O
r
d
)
と
､
様
々
な
諸
部
分

の
調
和
に
依
存
す
る
｡
ス
タ
イ
ル
と
調
子
(
t
Q
n
)
は
全
体
の
性
格
に
関
係
付
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､
全
体
は
建
て
よ
う

と
す
る
建
築
物
の
本
性
､
種
類
､
用
途
に
･
お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｣
例
え
ば
､
｢
彼
(
真
の
芸
術
家
)
は
､
も
し
穏
や

か
(
d
O
辰
)
で
静
か
な
(
t
r
a
n
q
u
己
e
)
情
景
を
生
み
出
し
得
る
よ
う
な
建
物
を
望
む
な
ら
ば
､
互
い
に
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
主
要

部
分
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
｡
彼
は
そ
れ
ら
の
部
分
に
あ
ま
り
遊
び
や
突
出
が
あ
っ
て
は
な

ら
ず
､
全
体
を
静
か
で
荘
厳
な
(
m
a
j
e
s
t
{
ご
調
子
と
巧
み
に
処
理
さ
れ
た
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
支
配
し
な
く
て
は
な
ら
な



い
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
｡
光
と
影
の
い
ず
れ
が
過
剰
で
あ
っ
て
も
全
体
を
損
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
穏
や
か
さ
〓
a

d
O
亡
C
e
亡
r
)

す)

の
性
格
は
影
が
長
く
な
っ
て
よ
り
弱
く
な
っ
た
時
に
最
も
よ
く
感
じ
ら
れ
る
｡
｣
ル
･
カ
ミ
ュ
は
さ
ら
に
建
築
内
部
の
部
屋
の
各
々

(』

が
持
つ
べ
き
性
格
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
が
､
そ
の
細
部
の
吟
味
は
填
填
で
あ
る
の
で
省
略
し
､
プ
レ
の
性
格

論
の
概
観
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
｡

プ
レ
も
ル
･
カ
ミ
ュ
と
同
様
に
､
あ
る
建
築
の
全
体
は
そ
の
用
途
に
適
っ
た
性
格
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な

主
張
か
ら
出
発
す
る
が
､
プ
レ
の
性
格
論
の
特
筆
す
べ
き
特
徴
は
､
建
築
の
持
つ
べ
き
性
格
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
､
四

季
の
性
格
の
観
察
･
分
析
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
｢
一
年
の
季
節
の
観
察
の
結
果
､
快
い
(
a
g
r
e
a
b
-
e
)
物
を
生
み
出
す

立

た
め
に
は
､
我
々
が
自
然
に
お
い
て
そ
れ
を
認
め
た
よ
う
に
､
効
果
は
穏
や
か
で
な
く
て
は
な
ら
ず
､
色
彩
は
優
し
く
繊
細
で
､
そ

の
調
子
は
柔
ら
か
い
タ
ッ
チ
で
な
く
て
は
な
ら
ず
､
.
形
は
流
れ
る
よ
う
で
､
そ
の
比
率
(
p
r
O
p
O
r
t
-
O
n
)
は
軽
く
優
雅
な
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｣
｢
我
々
は
以
下
の
こ
と
を
観
察
し
た
｡
雇
の
季
節
に
お
い
て
は
､
光
は
自
然
全
体
の
上
に
広
が
り
､
最

も
大
き
な
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
｡
こ
の
活
気
を
与
え
る
光
は
驚
く
べ
き
多
く
の
物
(
畳
e
t
)
の
上
に
広
か
る
が
､
そ
れ
ら
の
物

は
最
も
美
し
い
形
を
持
ち
､
最
も
生
き
生
き
と
し
た
色
彩
の
鮮
や
か
さ
で
輝
き
､
最
大
限
の
展
開
を
み
せ
る
こ
と
｡
そ
し
て
､
こ
の

素
晴
ら
し
い
集
合
か
ら
華
麗
(
m
a
g
n
i
f
i
c
e
n
c
e
)
の
盛
大
な
(
p
O
ヨ
p
e
辰
)
タ
ブ
ロ
ー
か
結
果
と
し
て
生
じ
る
こ
攣
｣
｢
秋
の

嬉
し
そ
う
な
(
■
r
i
a
n
t
)
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
物
の
非
常
な
る
多
様
性
､
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
､
ほ
と
ん
ど
類
似
性
の
な
い
様
〝
な

絵
画
的
な
(
p
i
t
t
O
r
e
S
q
u
e
)
形
､
混
ざ
り
合
っ
た
雑
多
な
色
彩
の
特
異
性
と
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
我
々
は

認
め
攣
｣
｢
冬
の
季
節
に
お
い
て
､
光
の
効
果
は
悲
し
く
暗
く
､
物
は
そ
の
輝
き
と
色
彩
を
失
い
､
形
は
堅
く
角
ば
っ
て
お
り
､

玉

裸
に
さ
れ
た
地
面
は
万
人
共
通
の
墳
墓
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
た
｡
｣
こ
れ
ら
の
記
述
を
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
､
春

に
は
快
さ
が
､
夏
に
は
華
麗
さ
が
､
秋
に
は
嬉
し
さ
が
､
冬
に
は
悲
し
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
｡

建
築
家
は
こ
れ
ら
の
観
察
の
結
果
を
建
築
に
応
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
､
秋
の
自
然
の
観
察
(
註
蚤
の
直
後
で
プ
レ

七五



七六

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
こ
れ
ら
の
観
察
の
結
果
､
嬉
し
そ
う
で
陽
気
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
た
め
に
は
､
(
イ
マ
ー

ジ
ュ
を
)
色
々
に
変
え
る
術
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
想
像
力
の
涌
出
を
た
よ
り
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
色

々
な
物
が
我
々
に
新
し
く
刺
激
的
な
仕
方
で
提
示
さ
れ
､
設
計
が
色
々
に
変
え
ら
れ
る
の
は
想
像
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
絵
由
的
な

形
を
変
形
し
､
目
立
た
せ
て
使
用
で
き
る
の
は
料
像
力
で
あ
る
｡
光
と
彰
を
対
比
さ
せ
刺
激
的
な
効
果
を
生
み
出
す
の
は
想
像
力
で

ヨ

あ
る
｡
巧
み
な
混
合
に
よ
っ
て
色
彩
を
雑
多
に
す
る
の
は
想
像
力
で
あ
る
(
以
下
省
略
)
｡
｣
ま
た
､
冬
に
関
し
て
は
､
｢
こ
れ
ら

の
観
察
の
結
果
､
悲
し
い
結
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
み
出
す
た
め
に
は
､
私
が
墓
で
試
み
た
よ
う
に
､
全
く
飾
り
の
な
い
壁
に
よ
っ
て

建
築
の
骨
組
み
を
示
し
､
低
く
､
圧
し
っ
ぶ
さ
れ
､
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ソ
だ
け
を
用
い
て
埋
葬
さ
れ
た
建

築
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
提
供
し
､
最
後
に
､
光
を
吸
収
す
る
材
料
に
よ
っ
て
亡
霊
(

○
ヨ
b
r
e
s

)
の
建
築
の
黒
い
タ
ブ
ロ
ー
を
よ
り
い

望

っ
そ
う
黒
い
影
(

○
ヨ
b
r
e
s

)
の
効
果
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｣

こ
こ
で
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
音
楽
論
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
､
全
く
偶
然
で
は
あ
る
が
シ
ャ
バ
ノ
ン
も
音
楽
に
お
け
る
四
つ
の
主
賓

性
格
を
区
別
し
て
い
る
｡
｢
音
楽
の
性
格
は
四
つ
の
主
要
な
も
の
に
還
元
で
き
る
｡
そ
れ
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
(
主
要
性
格
の
)

ニ
ュ
ア
ン
ス
､
近
似
物
､
付
属
物
で
あ
る
｡
音
楽
は
1
､
優
し
い
(
t
e
n
d
r
e
)
2
､
優
雅
な
(

g
r
a
c
i
e
u
s
2
)
3
､
陽
気
な
(
g
a
i
2
)

望

4
､
生
き
生
き
と
し
､
強
く
､
騒
々
し
い
(
く
i
く
2
､
f
O
r
t
2
ゝ
r
竜
a
n
t
e

)
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
｡
｣
シ
ャ
パ
ノ
ン
の
性
格
論
に
つ

番

い
て
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
､
建
築
論
と
の
比
較
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
す
る

に
留
め
る
｡
そ
れ
は
､
彼
が
音
楽
の
性
格
を
､
他
の
感
覚
印
象
と
比
較
し
た
聴
覚
印
象
の
独
自
性
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
い
る
点
で

あ
る
｡
｢
実
際
､
触
覚
､
喚
覚
､
視
覚
で
さ
え
､
そ
れ
ら
を
連
続
す
る
幾
つ
か
の
対
象
の
現
前
に
よ
っ
て
連
続
的
に
刺
激
し
て
み
て

も
､
音
楽
の
諸
音
の
連
続
が
生
み
出
す
あ
の
効
果
に
は
決
し
て
到
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
他
の
(
聴
覚
以
外
の
)
感
覚
の
受
け
る
諸

印
象
の
そ
れ
ぞ
れ
は
孤
立
し
て
お
り
､
そ
の
前
の
も
の
と
後
の
も
の
に
は
全
く
依
存
し
な
い
｡
(
中
略
)
音
楽
に
お
い
て
は
事
態
は

全
く
異
な
る
｡
発
せ
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
音
は
そ
れ
に
先
立
つ
音
に
依
存
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
連
続
す
る
諸
音
の
朗
係
に
応
じ
て
､



召

そ
れ
ら
の
音
は
､
優
し
い
か
又
は
激
し
い
か
､
も
の
う
げ
か
又
は
生
き
生
き
と
し
て
い
る
か
の
性
格
を
持
つ
｡
｣
音
楽
の
印
象
の
独

自
性
を
強
調
す
る
が
ゆ
え
に
､
前
述
し
た
四
つ
の
主
要
性
格
も
音
楽
的
な
印
象
の
分
析
の
結
果
と
し
て
提
示
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
､
プ

レ
が
四
季
の
性
格
の
観
察
を
奨
励
し
た
り
､
ル
･
カ
･
､
､
ユ
が
自
然
物
が
性
格
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
そ
れ
を
拡
張
し
て
建
築
が
性

格
を
持
ち
得
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
態
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

要
点
の
指
摘
の
み
に
留
ま
る
が
､
以
上
で
各
々
の
性
格
論
の
概
観
を
終
え
､
こ
れ
ら
に
共
通
に
関
わ
る
問
題
の
考
無
に
移
る
こ
と

に
す
る
｡
そ
れ
は
､
①
感
覚
論
の
影
響
と
②
自
然
模
倣
に
対
す
る
態
度
の
二
点
で
あ
る
｡

二
､
感
覚
論
の
影
響

二
-
一
､
予
備
的
考
察

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
前
節
で
概
観
し
た
三
人
の
著
者
が
ど
の
よ
う
な
感
覚
論
に
よ
っ
て
実
際
に
影
響
を
受
け
た
か
を
考
察

す
る
こ
と
で
は
な
い
｡
我
々
は
こ
の
三
著
が
い
ず
れ
も
､
当
時
の
思
想
の
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
感
覚
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

い
う
事
実
か
ら
出
発
し
た
い
｡
ル
･
カ
ミ
ュ
の
場
合
に
は
著
書
の
タ
イ
ト
ル
の
中
に
あ
る
､
､
s
e
n
s
a
t
i
O
n
S
､
､
と
い
う
単
語
が
既
に
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
プ
レ
は
｢
現
代
の
哲
学
塑
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
し
て
典
拠
を
明
示
せ
ず
に
自
由
な
引
用
を
行
な
っ
て

い
る
が
､
モ
ソ
.
ク
ロ
の
註
に
よ
れ
ば
､
ロ
ッ
ク
あ
る
い
は
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
か
ら
の
自
由
な
引
用
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
響
シ
ャ

バ
ノ
ン
は
そ
の
著
作
の
二
箇
所
で
､
典
拠
を
明
示
し
て
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
人
間
認
識
起
源
論
』
か
ら
引
用
を
し
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
引
用
は
い
ず
れ
も
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
例
外
的
な
事
実
で
は
な
い
｡
十
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
感
覚
論
の
影
響
は
ご
く
一
般
的
な
現
象
で
あ
り
､
彼
ら
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

我
々
は
ま
た
､
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
ロ
ッ
ク
や
コ
ソ
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
論
の
哲
学
的
な
概
念
を
理
解
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
の

七七



七八

裏

で
も
な
い
｡
今
回
取
り
上
げ
た
三
人
の
著
者
は
い
ず
れ
も
､
理
論
的
著
作
を
残
し
て
い
る
と
同
時
に
実
践
的
な
芸
術
家
で
も
あ
っ
た
｡

少
な
く
と
も
､
哲
学
者
で
は
な
い
か
ち
､
彼
ら
の
理
解
は
表
面
的
､
ま
た
は
部
分
的
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
､
そ
の
点
を
明
確
に

す
る
こ
と
は
今
回
の
考
察
の
範
囲
外
に
あ
る
｡
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
彼
ら
が
述
べ
て
い
る
限
り
で
の
｢
感
覚
論
｣
の
影

響
を
性
格
概
念
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

二
⊥
｢

｢
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
(
M
飢
t
a
p
F
y
m
i
q
忘
)
｣

ル
●
カ
ミ
ュ
と
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
い
ず
れ
も
自
ら
が
行
な
お
う
と
す
る
考
察
の
特
徴
を
､
､
ヨ
㌻
p
h
y
s
i
q
亡
e
､
､
と
い
う
言
葉
で
言
い
表

わ
し
て
い
る
｡
ル
･
カ
､
､
､
ユ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
建
築
の
比
率
(

p
r
O
p
O
r
t
i
O
n
S
)
と
我
々
の
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
O
n
S
)

と
の
類
比
(

a
n
a
-
O
g
i
e

)
は
､
そ
こ
に
こ
の
芸
術
(
建
築
を
指
す
)
の
進
歩
が
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
興
味
深
い
メ
タ
フ
ィ
ジ

雷

ッ
ク
を
確
立
す
る
一
連
の
考
察
を
形
成
す
る
｡
｣
建
築
の
比
率
と
我
々
の
感
覚
と
の
類
比
と
は
ま
さ
に
ル
･
カ
､
､
､
ユ
の
著
作
の
主
題

で
あ
り
､
彼
は
自
ら
の
考
察
を
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン
も
同
様
で
あ
る
｡
｢
一
言
で
言
え
ば
､

こ
れ
ら
の
考
察
は
芸
術
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
を
対
象
と
し
て
お
り
､
こ
れ
は
我
々
に
は
今
ま
で
だ
れ
も
掘
り
下
げ
た
こ
と
の
な
い
新

宣

た
な
部
門
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
｡
｣

雷

前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
､
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
が
形
而
上
学
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

こ
の
点
を
よ
り

明
確
に
す
る
た
め
に
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
記
述
を
参
考
に
し
た
い
.
』

｢
諸
言
語
は
す
べ
て
そ
の
｢
般
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
個
別
メ
タ
フ

ィ
ジ
ッ
ク
と
を
持
つ
｡
諸
言
語
は
す
べ
て
類
似
の
原
理
､
共
通
の
基
礎
を
持
つ
が
､
ま
た
､
時
､
場
所
､
状
況
の
多
様
性
が
生
み
出

魯

し
た
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
｡
あ
る
言
語
を
研
究
す
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
シ
ャ
ン
は
そ
の
言
語
の
形
成
と
創
造
的
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
ピ

こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
､
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
目
的
は
言
語
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
発
展
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

昌

一

.,〈個

シ
ャ
バ
ノ
ン
は
音
楽
も
言
語
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
､
｢
音
楽
は
言
語
と
同
様
に
そ
れ
に
固
有
な
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
を
持
つ
｡
｣
と



述
べ
て
い
る
｡

メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
を
言
語
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
考
察
を
示
す
た
め
に
用
い
る
と
い
う
こ
の
用
法
は
､
･
コ
ソ
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
に
よ
る
二
つ
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
区
別
を
我
々
に
思
い
起
さ
せ
る
｡
彼
は
『
人
間
認
識
起
源
論
』
を
ま
さ
に
こ
の
区
別
か

ら
始
め
て
い
る
｡
｢
二
種
敷
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
を
区
別
⊥
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
一
つ
は
野
心
的
で
､
す
べ
て
の
神
秘
を
見
破
ろ

ぅ
と
す
る
｡
本
性
､
存
在
の
本
質
､
最
も
隠
さ
れ
た
原
因
､
こ
れ
が
､
そ
の
(
野
心
的
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
)
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
､

そ
れ
が
発
見
し
よ
う
と
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
は
よ
り
控
え
め
で
､
自
ら
の
探
求
を
人
間
精
神
の
弱
さ
に
釣
り
合
わ
せ

る
｡
そ
し
て
､
当
然
そ
こ
か
ら
洩
れ
て
し
ま
う
も
の
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
心
配
し
な
い
の
と
同
時
に
､
つ
か
み
得
る
も
の
に
対
し

て
は
貧
欲
で
あ
り
､
そ
れ
に
指
定
さ
れ
て
い
る
限
界
内
に
留
ま
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
｡
｣
も
ち
ろ
ん
､
コ
ン
テ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
試
み

た
の
は
､
第
二
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
節
し
い
メ
タ
フ
ィ
ジ
ツ
ク
の
重
要
な
部
分
は
記
号
の
形
成
の
究
明
で

ぁ
る
｡
｢
私
の
原
理
を
展
開
す
る
た
め
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
､
魂
の
働
き
を
そ
の
発
展
に
お
い
て
た
ど
る
こ
と
の

み
な
ら
ず
､
我
々
が
い
か
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
記
号
の
習
慣
を
身
に
つ
け
て
き
た
か
､
ま
た
､
そ
の
記
号
を
い
か
に
使
用
す
べ

き
か
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｣
彼
は
こ
の
記
号
の
中
に
様
々
な
芸
術
を
も
含
め
て
い
る
｡
｢
私
は
行
動
の
言
語
か
ら
始
め
た
｡

そ
れ
が
い
か
に
し
て
我
々
の
考
え
を
表
す
の
に
適
し
た
す
べ
て
の
術
を
生
み
出
し
た
か
を
人
は
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

身
振
り
の
術
､
踊
り
､
話
言
葉
､
朗
唱
､
朗
唱
記
譜
法
､
｡
ハ
ン
ト
マ
イ
ム
の
術
､
音
楽
､
詩
､
雄
弁
術
､
書
法
､
諸
言
語
の
様
々
な

畜

文
字
を
で
あ
る
｡
｣

以
上
三
者
の
用
例
の
検
討
に
よ
っ
て
､
感
覚
論
と
い
う
共
通
の
背
景
の
下
に
､
い
ず
れ
の
場
合
に
も
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
と
い
う
主
口

菓
が
｢
言
語
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
考
察
｣
を
念
頭
に
置
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
｡
こ
の
点
は
ル
･
カ
･
､
､
ユ
ヤ

シ
ャ
パ
ノ
ン
の
考
察
の
方
法
論
に
関
わ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
彼
ら
が
自
ら
の
メ
タ
フ
十
ジ
フ

ク
の
考
察
の
出
発
点
七
し
た
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
O
n
)
と
性
格
と
の
関
係
に
焦
点
を
定
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

七九



八〇

二
1
三
､
感
覚
(
冨
口
冨
t
i
呂
)

既
に
引
用
し
た
箇
所
(
註
宣
を
参
照
)
か
ら
解
る
よ
う
に
､
～
･
カ
ミ
ュ
は
彼
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
目
的
を
｢
建
築
の
比
率
と

我
々
の
感
覚
と
の
類
比
｣
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
別
の
箇
所
で
は
以
下
の
よ
う
に
自
ら
の
考
祭
の
新

し
さ
を
主
張
し
て
い
る
｡
｢
今
ま
で
1
人
は
､
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
タ
リ
ア
の
古
代
の
建
築
で
用
い
ら
れ
た
､
建
築
の
五
つ
の
オ
ー
ダ
ー

の
比
率
に
し
た
が
っ
て
仕
事
を
し
て
き
た
｡
(
中
略
)
し
か
し
､
な
ん
ら
か
の
感
覚
(
s
2
n
S
a
-
i
O
n
S
)
を
生
み
出
し
得
る
性
格
づ
け

ら
れ
た
全
体
を
形
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
組
合
せ
の
利
点
を
把
握
す
る
こ
と
な
し
に
､
な
ん
と
多
く
の
芸
術
家
が
た
だ
機
械
的
に
こ

れ
ら
の
オ
ー
ダ
ー
を
用
い
て
き
た
こ
と
か
｡
彼
ら
は
こ
れ
ら
の
比
率
と
魂
の
情
感
(
a
f
f
e
c
t
i
O
n
S
)
と
の
類
比
と
関
係
を
よ
り
適
切

に
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
｣
建
築
の
五
つ
の
オ
ー
ダ
ー
は
建
築
論
の
伝
統
的
な
主
題
で
あ
る
｡
ル
一
･
カ
ミ
ュ
は
こ
の
伝
統
的

な
主
題
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
そ
れ
を
新
し
い
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
｡
そ
れ
が
感
覚
と
の
関
係
と
い
う
観
点

で
あ
る
｡
こ
の
引
用
に
お
い
て
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
､
感
覚
と
オ
ー
ダ
ー
の
比
率
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
｢
性
格
づ
け

ら
れ
た
全
体
｣
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
性
格
づ
け
ら
れ
た
全
体
が
な
ん
ら
か
の
感
覚
を
生
み
出
す
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
こ

で
は
性
格
は
主
観
的
効
果
と
し
て
の
感
覚
を
生
み
出
す
客
観
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

シ
ャ
▲
バ
ノ
ン
も
ま
た
感
覚
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
｡
｢
我
々
が
も
く
ろ
ん
で
い
る
主
要
な
目
的
は
､
音
楽
が
得

さ
せ
る
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
O
n
S
)
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
論
述
の
特
徴
は
､
感
覚
と
い
う
言
葉
を
特
に
一
定
の

感
情
(
s
e
n
t
i
ヨ
e
n
t
)
か
ら
区
別
さ
れ
た
音
楽
の
効
果
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
人
は
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
｡

何
故
あ
な
た
は
そ
の
よ
う
な
音
楽
(
優
し
い
と
呼
ば
れ
る
曲
を
指
す
)
の
効
果
が
感
覚
(
s
e
n
s
a
t
i
O
n
)
に
過
ぎ
ず
､
は
っ
き
り
と

し
た
感
情
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
か
と
｡
読
者
諸
君
､
私
が
そ
う
主
張
す
る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
｡
あ
な
た
を
楽
し
ま
せ
た

歌
詞
の
つ
い
て
い
な
い
あ
る
曲
に
つ
い
て
､
そ
の
曲
が
あ
な
た
に
ど
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
感
情
を
呼
び
覚
ま
し
た
の
か
を
私

が
尋
ね
た
と
し
て
も
､
あ
な
た
は
そ
れ
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
｡
そ
の
曲
が
優
し
い
と
仮
定
し
て
､
そ
の
曲
の
引



き
起
こ
す
の
は
幸
福
な
恋
人
の
優
し
さ
か
不
幸
な
恋
人
の
も
の
か
､
恋
人
の
愛
人
に
対
す
る
優
し
さ
か
息
子
の
父
親
に
対
す
る
そ
れ

か
､
等
と
尋
ね
て
み
る
｡
こ
の
よ
う
な
様
々
な
感
情
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
曲
に
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
の
な
ら
ば
､
こ
の
効
果

を
一
定
の
感
情
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
い
く
ぶ
ん
曖
昧
な
感
覚
と
呼
ん
で
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
攣
｣
優
し
い
(
t
e
n
d
r
e
)

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
シ
ャ
バ
ノ
ン
が
挙
げ
る
音
楽
の
四
つ
の
主
要
性
格
(
註
雪
を
参
照
)
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
こ
こ
で
も
､
感
覚
は
性
格
が
生
み
出
す
効
果
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
解
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
性
格
の
概
念
か

ら
｢
感
情
｣
を
排
除
し
､
そ
の
上
で
､
彼
は
音
の
関
係
そ
れ
自
体
と
性
格
と
を
結
び
つ
け
る
｡
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
よ
う
｡
｢
音
楽

が
し
て
い
る
よ
う
に
､
幾
つ
か
の
音
を
連
続
さ
せ
て
み
な
さ
い
｡
そ
の
連
続
は
､
早
い
か
遅
い
か
､
単
調
か
様
々
に
異
な
っ
て
い
る

か
に
よ
っ
て
､選

そ
れ
ら
の
音
に
何
ら
か
の
性
格
を
与
え
る
で
あ
ろ
碧
｣
｢
.
陽
気
な
音
楽
は
音
符
に
点
を
付
け
て
､
諸
音
を
飛
ば
す

よ
う
に
す
る
｡
｣

プ
レ
も
性
格
を
感
覚
と
の
関
連
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
｡
｢
あ
る
作
品
に
性
格
を
与
え
る
こ
と
､
そ
れ
は
そ
の
主
題
か
ら
当
然
生

畜

じ
て
来
る
べ
き
感
覚
(
s
e
コ
S
a
t
i
O
n
S
)
以
外
の
感
覚
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
に
適
し
た
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
的
確
に
用
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣

こ
の
主
張
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
､
プ
レ
自
身
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
バ
ジ
リ
カ
会
堂
式
教
会
の
例
を
挙
げ
よ
う
｡

｢
最
高
存
在
の
賛
美
の
た
め
の
建
物
｡
こ
れ
こ
そ
､
確
か
に
､
崇
高
な
観
念
を
含
み
､
そ
れ
に
対
し
て
建
築
が
一
つ
の
性
格
を
刻
み

丞

屯

こ
む
必
要
の
あ
る
主
題
で
あ
る
｡
｣
そ
し
て
､
こ
の
教
会
の
設
計
を
す
る
際
に
彼
が
自
ら
に
問
う
た
問
い
と
し
て
次
の
よ
う
な
問
い

電

を
挙
げ
て
い
る
｡
｢
建
築
に
お
い
て
､
最
高
存
在
の
賛
美
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
感
情
を
そ
れ
に
よ
っ
て
抱
か
せ
る
の
に

電

成
功
し
得
る
よ
う
な
技
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
｣
こ
の
課
題
に
答
え
る
た
め
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
プ
レ
は
光
の
制
御
を
挙
げ
る
｡

｢
結
局
､
私
は
森
の
中
で
か
.
つ
て
観
察
し
た
暗
く
神
秘
的
な
(
髄
の
)
効
果
と
そ
れ
ら
が
私
に
感
じ
さ
せ
た
様
〝
な
印
象
を
思
い
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
､
希
望
の
閃
き
を
得
た
｡
も
し
､
私
の
心
に
深
く
入
り
込
ん
だ
目
的
を
達
成
す
る
方
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
教
会

奄
堂
の
中
に
光
を
導
入
す
る
方
法
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
を
垣
間
見
た
わ
で
あ
る
｡
｣
以
上
の
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡
建
築
家
は

八
一



八二

ま
ず
､
何
の
た
め
の
建
築
か
と
い
う
観
点
か
ら
建
築
を
と
ら
え
そ
れ
を
自
ら
の
取
り
扱
う
主
題
と
す
る
｡
次
に
.
､
そ
の
主
題
が
い
か

な
る
感
覚
を
引
き
起
こ
す
べ
き
か
を
考
え
､
こ
れ
ら
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
性
格
を
建
築
の
客
観
的
属
性
と
し
て
実
現
す
る

の
で
あ
る
｡
こ
の
過
程
を
実
行
す
る
に
あ
.
た
っ
て
､
有
力
な
手
助
け
と
な
る
の
は
､
そ
れ
の
引
き
起
こ
す
感
覚
と
い
う
視
点
の
下
に

自
然
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
で
､
感
覚
論
と
い
う
共
通
の
根
と
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
概
念
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
え
､
当
時
の

芸
術
論
に
対
し
て
同
じ
く
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｢
自
然
模
倣
(
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
n
d
e
-
a
n
a
t
u
r
e
)
の
原
理
に

目
を
転
じ
た
.
い
｡
芸
術
の
原
理
と
し
て
当
時
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
考
え
と
性
格
概
念
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
に

ょ
っ
て
､
性
格
概
念
の
果
た
し
た
役
割
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

三
､
自
然
模
倣

シ
ャ
バ
ノ
･
ソ
の
音
楽
論
の
特
徴
の
一
つ
は
､
音
楽
に
お
い
て
自
然
模
倣
の
原
理
を
明
示
的
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
芸

術
は
自
然
模
倣
で
あ
る
と
一
般
的
に
主
張
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
｡
こ
れ
ら
の
言
葉
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
芸
術
に
適
用
す

る
か
に
よ
っ
て
意
味
が
明
確
に
な
っ
た
り
不
明
確
に
な
っ
た
り
す
る
｡
個
別
的
な
或
る
芸
術
に
関
し
て
は
､
お
そ
ら
く
全
く
意
味
を

持
た
な
い
で
あ
ろ
空
自
然
模
倣
の
原
理
が
芸
術
と
い
う
類
概
念
の
確
立
に
役
立
っ
た
と
す
れ
ば
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
墓
は
芸
術
の

各
ジ
ャ
ン
ル
の
個
別
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
興
味
深
い
こ
と
は
､
彼
が
､
音
楽
と
並
ん
で
こ
の
原
垣
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
う
一

っ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
″
と
し
て
建
築
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
建
築
の
作
品
を
判
断
す
長
打
に
自
然
は
我
針
に
と
っ
て
な
ん

の
役
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
(
こ
の
)
芸
術
作
品
と
比
較
す
べ
き
モ
デ
ル
を
自
然
は
ど
こ
に
置
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｣
シ
ャ
バ
ノ

電

ソ
は
そ
の
著
作
の
大
部
分
を
音
楽
の
模
倣
論
を
論
駁
す
る
こ
と
に
割
い
て
い
る
｡
第
七
草
の
題
は
｢
歌
は
歌
詞
の
模
倣
で
は
な
い
｣



膚

で
あ
り
､
第
八
草
の
題
は
｢
歌
の
表
現
は
情
念
の
不
明
瞭
な
叫
び
の
模
倣
に
は
存
し
な
い
｣
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
｢
模
倣
｣
に
依
存
し
な
い
音
楽
の
表
現
と
し
て
シ
ャ
バ
ノ
ン
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

電

竪

表
現
を
｢
我
々
の
感
情
を
描
く
こ
と
｣
､
模
倣
を
｢
我
々
の
感
覚
に
従
う
印
象
を
描
く
こ
と
｣
と
定
義
し
て
区
別
し
た
う
え
で
､
彼

は
音
楽
に
固
有
の
表
現
の
方
法
を
探
求
す
る
｡
｢
我
々
が
『
優
し
い
』
と
呼
ぶ
曲
は
､
我
々
が
実
際
に
女
性
､
父
親
､
友
人
に
対
し

て
優
し
い
気
持
ち
を
持
つ
時
と
同
じ
肉
体
や
精
神
の
状
況
に
我
々
を
現
実
に
置
く
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
｡
そ
う
で
は
な
く
､
-
方
は
実

際
の
､
他
方
は
音
楽
的
な
(
こ
の
よ
う
な
語
り
方
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
)
こ
れ
ら
二
つ
の
状
況
の
間
に
は
､
精
神
が
両
者
を

同
じ
で
あ
る
と
見
倣
し
う
る
よ
う
な
類
比
(
a
邑
O
g
1
2
)
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
｣
ま
ず
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
､
音
楽
が
我
々
の
感

情
を
喚
起
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
｡
｢
音
楽
的
状
況
｣
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
音
楽
の
効
果
は
い
っ
た
ん
現
実

の
感
情
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
｡
本
来
は
別
の
も
の
で
あ
る
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
は
､
そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
何
ら
か
の
類
比
で
あ
る
｡

従
っ
て
､
こ
の
表
現
に
お
い
て
は
表
現
す
る
も
の
と
表
現
さ
れ
る
も
の
と
は
一
対
一
に
対
応
し
な
い
｡
注
意
す
べ
き
は
､
こ
の
よ
う

な
音
楽
に
固
有
の
表
現
の
あ
り
方
の
探
求
に
お
い
て
性
格
の
概
念
が
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
優
し
い
曲
､
優
雅
な
曲
か
ら
は

決
し
て
怒
り
の
言
語
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
は
類
比
が
存
在
し
な
い
｡
或
る
一
定
の
表
現
を
持
つ
音
楽
の
性

格
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
表
現
の
意
味
を
拡
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
､
そ
の
表
現
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
ら
の
曲
は
そ
れ

ら
に
固
有
の
性
格
が
許
す
も
の
以
外
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
表
現
が
よ
り
決
定
的
で
な
い
音
楽
は
､
ま
さ
に

こ
の
理
由
に
よ
っ
て
､
よ
り
容
易
に
様
々
な
表
現
を
認
め
る
の
で
あ
る
｡
｣
シ
ャ
バ
ノ
ン
の
挙
げ
て
い
る
例
で
説
明
し
よ
う
｡
｢
優

し
い
(
t
e
n
d
r
e
)
｣
性
格
の
曲
は
､
恋
人
を
見
出
し
た
喜
び
の
表
現
と
し
て
も
､
恋
人
と
会
え
な
い
悲
し
み
の
表
現
と
し
て
も
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
､
こ
れ
ら
二
つ
の
状
況
は
｢
喜
び
｣
ヒ
｢
悲
し
み
｣
と
い
ヶ
感
情
の
レ
ヴ
ュ
ル
で
は
対
立
す
る
が
､

｢
心
を
優
し
く
す
る
(
a
t
t
e
コ
d
r
l
s
s
e
ヨ
2
n
-
)
｣
と
い
う
観
点
で
共
通
性
を
も
ち
1

｢
優
し
い
｣
性
格
と
の
類
比
が
存
在
す
る
か
ら

で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
怒
り
｣
と
優
し
い
曲
と
の
間
に
は
む
は
や
類
比
が
な
く
､
｢
怒
り
｣
の
衰
現
の
た
め
に
は
第
四
の
性
格
で
あ

八三



八四

る
｢
生
き
生
き
と
し
､
強
く
､
騒
々
し
い
｣
曲
を
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
怒
り
｣
と
こ
の
性
格
と
の
類
比
は
｢
混
乱
(
t
r
写

b
-
e
)
｣
で
あ
る
｡
こ
の
性
格
は
最
も
多
義
的
に
用
い
ら
れ
得
る
も
の
で
､
｢
混
乱
｣
と
関
わ
る
も
の
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
状
況
と

富

も
結
び
つ
き
得
る
｡
従
っ
て
､
｢
性
格
｣
は
､
あ
る
曲
の
表
現
が
許
容
し
う
る
多
義
性
の
限
界
を
示
し
て
い
る
｡
音
楽
の
表
現
の
こ

の
よ
う
な
不
確
定
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
シ
ャ
パ
ノ
ン
は
模
倣
の
原
理
を
放
棄
し
､
性
格
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
｡

プ
レ
の
場
合
は
､
シ
ャ
.
ハ
ノ
ン
と
は
反
対
に
自
然
模
倣
の
原
理
を
支
持
し
て
い
る
｡
｢
私
が
芸
術
と
い
う
こ
と
で
理
解
す
る
の
は

琶

自
然
模
倣
を
目
的
と
す
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
｡
｣
そ
れ
で
は
､
建
築
は
い
か
に
し
て
芸
術
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ウ
イ
ト

ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
｢
建
築
と
は
建
設
す
る
技
術
(
a
r
t
d
e
b
賢
i
r
)
で
あ
る
｣
と
定
義
し
た
の
で
は
建
築
の
熟
練
的
技
術

(
a
r
-
ヨ
㌻
n
i
q
u
e
)
の
側
面
を
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
｡
芸
術
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
せ
ば
､
｢
建
築
と
は
物
体

の
配
置
に
よ
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
提
示
す
る
術
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
㌔
然
の
散
ら
ば
っ
た
す
べ
て
の
美
を
集
め
て
使
用
で
き
る
こ

と
に
存
す
る
こ
と
が
解
る
｡
｣
芸
術
と
し
て
の
建
築
は
詩
(
p
O
㌻
e
)
ま
た
は
絵
(
t
a
b
【
e
a
u
)
の
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
｡
｢
建
築
の
領
域
に
属
す
る
絵
は
自
然
の
最
も
深
い
理
解
な
し
に
は
作
ら
れ
得
な
い
｡
自
然
の
効
果
か
ら
建
築
の
詩
は
生
ま
れ
る
｡

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
建
築
に
芸
術
の
資
格
を
与
え
､
ま
た
､
こ
の
芸
術
を
崇
高
に
ま
で
高
め
る
も
の
で
あ
る
｡
建
築
に
お
け
る
絵
は
､

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
に
､
そ
こ
か
ら
(
全
体
の
)
相
関
的
な
効
果
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み

⑬

出
さ
れ
る
｡
｣
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
､
｢
性
格
｣
は
建
築
に
お
け
る
絵
の
生
産
を
説
明
す
る
た
め
に
重
要
な
概
念
で
あ
り
､
建
築
に

芸
術
の
資
格
を
与
え
る
と
い
う
課
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡

ル
･
カ
ミ
ュ
は
自
然
模
倣
の
原
理
に
対
す
る
自
ら
の
考
え
を
少
な
く
と
も
明
示
的
に
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
な
い
｡
従
っ
て
､
彼
の

定

性
格
概
念
と
自
然
模
倣
の
原
理
が
い
か
に
関
わ
る
か
を
直
接
彼
の
記
述
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
彼

が
演
劇
と
比
較
し
て
､
建
築
も
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
生
み
出
し
､
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
性
格
と
の
関
連
に
お
い



て
述
べ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
｡
｢
従
っ
て
､
イ
リ
ュ
1
∴
ゾ
コ
J
ソ
の
汲
み
尽
く
せ
ぬ
貯
え
と
な
る
の
は
､
形
の
配
置
､

そ
の
性
格
､
そ
の
総
体
で
あ
る
｡
建
築
に
お
い
て
情
感
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
ま
た
､
精
神
に
語
り
か
け
､
魂
を
感
動
さ

せ
よ
う
と
し
､
建
築
す
る
際
に
石
を
積
み
上
げ
､
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
行
き
当
り
ば
っ
た
り
に
月
並
み
で
借
り
物
の
配
置
や
装
飾

電

を
模
倣
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
原
理
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
｣

以
上
の
点
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡
｢
性
格
｣
は
三
人
の
著
者
の
い
ず
れ
の
場
合
も
何
か
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
表
さ
れ
る

も
の
は
､
シ
ャ
バ
ノ
ン
に
お
い
て
は
感
情
で
あ
り
､
プ
レ
に
お
い
て
は
主
題
で
あ
り
､
ル
･
カ
ミ
ュ
に
お
い
て
は
本
性
､
種
粗
､
用

途
(
註
富
を
参
照
)
で
あ
る
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン
が
自
然
模
倣
の
原
理
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
音
楽
の
本
質
を
説
明
す
る
た
め
に
性
格
概
念

を
導
入
す
る
の
に
対
し
､
.
フ
レ
は
建
築
を
自
然
模
倣
と
し
て
の
芸
術
の
レ
ベ
ル
ま
で
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
に
性
格
概
念

を
用
い
て
い
る
｡
こ
の
両
者
は
､
自
然
模
倣
の
原
理
に
対
す
る
態
度
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
正
反
対
で
あ
る
が
､
い
ず
れ
の
場
合

も
､
伝
統
的
に
理
解
さ
れ
た
限
り
で
の
自
然
模
倣
の
原
理
に
は
還
元
し
得
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
｢
表
現
｣
の
探
求
の
中
で
性
格
概

念
が
現
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

ま
と
め

十
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
､
特
に
､
音
楽
論
と
建
築
論
に
お
い
て
性
格
概
念
が
現
れ
て
来
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
あ

ろ
う
か
｡
い
み
じ
く
も
シ
ャ
.
ハ
ノ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
､
音
楽
と
建
築
は
､
当
時
芸
術
の

原
理
と
し
て
権
威
を
持
ち
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
｢
自
然
模
倣
｣
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
｡
芸
術
実
践
の
側
で
の
こ
の
よ
う
な
現
実
の
直
視
と
権
威
あ
る
｢
自
然
模
倣
｣
の
原
理
の
存
在
と
の
間
の
緊
張
関
係
か
ら

性
格
概
念
が
要
請
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
緊
張
関
係
を
解
決
に
導
く
一
つ
の
方
策
は
｢
計
然
模
倣
｣
の
概
念
を
拡
張
す
る

八五



八六

こ
と
で
あ
る
｡
音
楽
と
建
築
は
そ
の
非
再
現
的
な
あ
り
か
た
か
ら
し
て
､
外
的
な
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
､

そ
れ
ら
は
､
そ
れ
自
体
の
あ
り
.
か
た
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
性
格
は
我
々
に
ま
た
何

ら
か
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
感
覚
と
表
し
た
い
も
の
と
の
類
比
に
よ
っ
て
､
煩
比
的
な
表
現
の
成
立
す
る
可

能
性
が
開
か
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
性
格
論
が
展
開
す
る
際
に
は
､
感
覚
論
の
影
響
が
お
お
い
に
貢
献
し
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
｡
こ
の
影
響
の
主
要
な
点
は
､
芸
術
を
言
語
の
十
種
と
し
て
と
ら
え
､
そ
の
言
語
の
成
立
過
程
を
そ
れ
が
我
々
に
与
え

る
感
覚
を
出
発
点
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
発
想
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
｡

註(⊥J･Arcトer∴､cトaracl.eriコ君=sトArcト11eclural㌻igコ､∵富已邑…り星雲望邑訂く○‥N妄?ヂ

S
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D
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D
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b
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邑
芝
3
ぎ
等
害
…
を
ぎ
c
ぎ
缶
二
ハ
章
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､
○
ト
a
r
a
c
l
e
-
､
､
㌔
r
i
コ
C
e
l
写
P
P
･
-
叩
-
･
-
岸
-
…
･

白
井
秀
和
､
｢
キ
ャ
ト
ル
メ
･
-
ル
･
ド
･
カ
ソ
シ
ー
に
お
け
る
｢
性
格
｣
の
概
念
｣
､
『
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告
集
』
､
昭
和
5
6
年

同

､
｢
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
建
築
思
想
に
お
け
る
｢
性
格
｣
に
つ
い
て
｣
､
『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
､
第
管
下
､
昭
和
瑠
年
8
月

w.sNaヨbieコ→､ぎeコSeaコCe-▲nOコくeコaコCe

e
t

C
a
r
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C
t
e
r
e
､
∵
ト
Q
払
邑
訂
→
吻
計
訂
表
訂
邑
屯
弓
邑
ぎ
ト
き
㌻
N
?
]
忘
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Ae

t
r
i
ヨ
e
S
t
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-
-
竺
竺
㌣

彗乱

-
普
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計
G
乱
ト
C
S
b
首
Q
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P
i
c
a
r
d
一
2
r
i
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こ
冨
P

六
.
Y
O
S
h
i
d
a
-
､
､
c
a
r
a
c
t
㌣
e
､
､
,
㍉
づ
ト
A
→

<
0
1
.
〓
ニ
ー
甲
警
.

芝

｢
シ
ャ
バ
ノ
ソ
の
音
楽
論
∵
1
模
倣
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
(
c
a
r
a
c
l
㌣
e
)
へ
-
｣
､
『
美
学
史
研
究
叢
書
』
第
六
輌
､
今
道
友
信
触
､

p
p
･
巴
丁
∴
蒜
･
-
①
巴
.

｢
シ
ャ
バ
ノ
ン
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
テ
ー
ル
の
概
念
-
ケ
ル
ナ
ー
と
の
比
較
を
中
心
に
-

｣
､
『
音
楽
学
』
､
第
㌘
巻
∽
､
音
楽
学
会
編
､

p
p
･
釜
-
-
○
?
-
芸
-
.



亘: 雷五言

註‡で挙げたゎ胃㌻丸亀G邑ぎu㌻屯去｣声

な
お
､
本
文
中
で
‡
と
し
て
挙
げ
た
文
献
p
･
芸
の
註
宣
に
お
い
て
も
､
｡
ヘ
ル
ー
ズ
･
ド
･
モ
ン
ク
ロ
に
よ
っ
て
両
者
の
内
容
の
連
関
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
｡

Fe

C
a
ヨ
u
S
ニ
蔓
･
已
ナ
一
っ
P
･
∽
l
‥
r

≧
&
･
-
も
･
㌣

7)

ヽ
註
.
-
P
･
チ

‡

ま
㌣
一
P
･
芸
･

す)

彗
礼
.
も
P
.
∽
∵
∽
0
0
t

こ
の
点
が
ル
･
カ
ミ
ュ
の
建
築
論
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
J
･
一
M
∴
ヘ
ル
ー
ズ
･
ド
･
モ
ン
ク
｡
が
ト
､
S
註
邑
弓
Q
㌣
中
音
増
訂
Q
一
当
､
缶
-

如
く
Ⅰ
Ⅰ
缶
-
当
1
〓
I
Q
乳
㌻
軍
P
】
c
a
r
d
㌔
a
r
i
s
こ
冨
N
ニ
.
芸

で
指
摘
し
て
い
る
｡

㌘
u
〓
㌻
学
C
F
こ
P
.
ミ
ニ
㍗

で
は
プ
レ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
そ
れ
ら
(
建
物
)
が
我
々
の
感
覚
に
提
供
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ

は
そ
れ
ら
の
建
物
が
当
て
ら
れ
て
い
る
用
途
(
u
s
a
g
e
)
に
焼
似
し
た
(
a
コ
a
l
O
g
u
e
S
)
の
感
情
を
我
々
の
う
ち
に
引
き
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
｡
｣
そ
の
他
の
箇
所
(
例
え
ば
､
註
直
の
引
用
を
参
照
)
で
は
､
こ
の
よ
う
な
用
途
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
､
建
築
家
に
実
現
す

べ
く
与
え
ら
れ
た
課
題
と
し
て
の
建
築
を
｢
主
題
(
s
u
j
e
t
)
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

詔

こ
こ
で
は
｢
効
果
(
e
〓
e
こ
｣
と
だ
け
言
わ
れ
て
い
る
が
､
前
後
の
他
の
箇
所
で
の
こ
の
語
の
使
用
法
か
ら
光
の
効
果
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら

喜多蜜豆富

れ
る
｡

B
O
u
〓
針
二
ぶ
‥
き
:
で
∴
声

一
富
.
彗
チ
p
･
声

琵

崇
乱
.
も
･
ヨ
･

羅〉

｣
ギ
註
:
〔
.
声

､
邑
･
壱
･
ヨ
･

霞
一
ヒ
鼓
･
→
P
P
･
詔
∴
¢
･

雷

c
h
a
b
a
コ
○
ヲ
学
C
軋
ご
p
｣
-
∞
.

雷

註
∑
を
参
照
｡

O
h
a
b
a
コ
2
ご
学
C
軋
㌻
署
㌧
〕
?
琴

芝

B
O
u
〓
㌻
名
三
F
こ
.
巴
.

≧
軋
㌣
-
P
.
昌
.
の
註
雷
を
参
照
｡

ル
･
カ
､
､
､
ユ
は
そ
の
序
文
で
自
ら
が
建
築
家
で
あ
っ
て
文
芸
に
専
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
断
っ
て
い
る
(
p
･
-
の
)
｡
シ
ャ
バ
ノ
ン
は

作
曲
家
､
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
で
も
あ
っ
た
(
M
･
G
･
G
:
P
P
･
父
岩
･
-
0
0
A
を
参
照
)
｡
プ
レ
は
多
く
の
建
築
計
画
を
残
し
て
お
り
､
｢
革
命

的
建
築
家
(
a
r
c
h
i
t
e
c
t
e

r
㌢
○
≡
i
O
コ
コ
a
烹
)
｣
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
(
プ
レ
の
前
掲
書
の
ペ
ル
ー
ズ
･
ド
･
モ
ソ
ク
ロ
に
よ
る
序
文
､
及

び
､
モ
ン
ク
ロ
の
著
作
申
･
ト
一
ね
邑
h
㌻
A
こ
s

e
t
M
㌢
e
r
s
G
r
a
p
h
i
q
u
e
s
㌔
a
r
i
s
こ
霊
¢
･
を
参
照
)
｡

Fe

C
a
∃
u
S
二
寧
=
注
･
;
･
∞
･

蛋

C
h
a
b
a
コ
○
ヲ
学
C
ぎ
;
･
こ
･

､
､
ヨ
㌣
a
p
h
y
s
i
q
u
e
､
､
と
い
う
語
の
当
時
の
一
般
的
用
法
を
明
ら
か
に
す
べ
く
､
D
一
c
二
｡
コ
コ
a
i
r
e

d
e
『
u
r
二
㌢
e
(
-
霊
○
)
}
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八八

D
i
c
二
〇
コ
コ
a
i
r
e
d
e
R
i
c
h
e
-
e
t
(
-
諾
ヱ
を
引
い
て
み
た
が
､
い
ず
れ
に
も
｢
形
而
1
学
｣
の
意
味
し
か
載
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
た
だ
し
､

デ
ィ
ド
ロ
‖
=
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
編
集
の
E
コ
C
y
C
】
O
P
e
d
i
e
(
-
ヨ
3
の
記
述
に
は
､
ル
･
カ
ミ
ュ
や
シ
ャ
.
ハ
ノ
ン
の
用
法
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の

で
全
文
を
引
用
す
る
O
｢
そ
れ
は
､
も
の
の
根
拠
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
｡
す
べ
て
は
そ
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
･
ク
と
実
践
と
を
持
つ
｡
根
拠
な
き
実

践
､
実
行
な
き
根
拠
は
､
不
完
全
な
学
し
か
作
り
出
さ
な
い
｡
画
家
､
詩
人
､
音
楽
家
､
幾
何
学
老
の
誰
か
を
問
い
つ
め
て
み
な
さ
い
､
そ
う
す

れ
ば
彼
の
活
動
を
説
明
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
､
彼
の
術
(
a
-
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
y
ク
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
人
が
メ
タ
フ
ィ
ジ
ヅ
ク
の

目
的
を
時
間
､
空
間
､
物
質
､
精
神
に
関
す
る
空
虚
で
抽
象
的
な
考
祭
に
限
定
す
る
時
､
そ
れ
は
軽
蔑
す
べ
き
学
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
そ

の
真
の
観
点
の
下
で
考
察
す
る
時
に
は
､
事
態
は
異
な
る
｡
そ
れ
の
悪
口
を
言
う
人
は
ほ
と
ん
ど
が
充
分
な
洞
察
力
を
持
た
な
い
人
で
あ
る
山
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蜜
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