
デ
ィ
ド
ロ
美
学
に
お
け
る
古
典
主
義
性
と
ロ
マ
ン
主
義
性

青

山

昌

文

序

論

デ
ィ
ド
｡
美
学
は
フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
と
い
う
美
学
の
世
紀
に
お
い
て
独
特
の
地
歩
を
占
め
て
い
る
｡
先
に
我
々
が
｢
デ
ィ
ド
ロ
美
学

の
根
本
構
造
｣
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
､
そ
の
美
学
は
実
在
論
的
な
本
質
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
論
で
あ
り
､
神
な
き
世
界
の
実
在

美
の
形
而
上
学
で
あ
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
ま
た
そ
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
論
に
お
い
て
根
本
的
に
古
典
主
義
的
な
美
学
で
あ
り
､
同
時
に

宇
宙
的
存
在
連
鎖
と
い
う
､
㌢
軋
司
㌢
的
な
､
無
限
的
な
る
も
の
を
め
ざ
す
点
に
お
い
て
､
ロ
マ
ン
主
義
的
な
美
学
で
あ
る
の
で
あ

る
｡
我
々
は
本
論
に
お
い
て
､
こ
の
一
見
し
て
並
存
的
に
見
え
る
デ
ィ
ド
ロ
美
学
を
､
古
典
主
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ

の
古
典
主
義
性
を
明
確
に
論
定
し
､
そ
の
の
ち
に
ロ
マ
ン
主
義
を
概
略
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
ロ
マ
ン
主
義
性
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
着
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
券
学
は
そ
の
両
者
を
並
存
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
､
両
者
は
一
体
的
で
あ
る
と
い
う
事
が
､
そ
の
最
終
目
的
で
あ
る
e

一
､
古
典
主
義
に
つ
い
て

ま
ず
は
じ
め
に
､
本
論
に
お
け
る
｢
古
典
主
義
｣
を
そ
の
根
本
的
諸
理
論
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
し
て
お
き
た
い
｡
こ
の

論
定
が
為
さ
れ
な
い
限
り
､
古
典
主
義
対
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
動
揺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
文
全
体
が
有
意
味
性
を
失

ぅ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
論
定
は
た
と
え
､
そ
の
対
象
と
す
る
問
題
が
い
か
に
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
､
必
要
不

可
欠
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
さ
て
､
言
う
ま
で
も
な
く
､
本
論
に
お
け
る
古
典
主
義
は
､
フ
ラ
ン
ス
一
七
･
一
八
世
紀
に
お
け
る
古

九五
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典
主
義
で
あ
っ
て
､
そ
の
外
の
古
典
主
義
的
傾
向
及
び
理
論
を
直
接
的
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
い
わ
ゆ
る
古
典

主
義
的
な
る
も
の
が
典
型
的
に
理
論
化
さ
れ
た
の
が
正
し
く
一
七
･
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
こ
と

で
あ
り
､
我
々
は
本
論
に
お
い
て
厳
密
を
期
す
る
が
た
め
に
､
古
典
主
義
を
フ
ラ
ン
ス
一
七
･
一
八
世
紀
の
古
典
主
義
に
限
定
し
て
論
を

す
す
め
て
ゆ
く
が
､
こ
の
方
法
的
態
度
は
同
時
に
､
い
わ
ゆ
る
古
典
主
義
一
般
に
対
し
て
開
か
れ
た
態
度
で
あ
る
こ
と
は
､
少
く
と
も
そ

の
原
理
的
次
元
に
お
い
て
は
､
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
｡

R
･
B
r
a
y
は
名
著
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
主
義
理
論
の
形
成
』
(
L
a

f
O
r
m
a
t
i
O
コ
d
e
-
a

d
O
C
t
r
i
n
e

c
-
a
s
s
i
q
u
e

e
コ
F
r
a
コ
C
e
)
に
お
い
て
､
古
典
主
義
理
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
､
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
て
い
る
｡

f

詩
は
目
的
と
し
て
道
徳
教
育

(
i
コ
S
t
r
亡
C
t
i
O
n

m
O
r
a
-
e
)
を
有
す
る
｡

ど

こ
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
は
詩
人
は
ま
ず
も
っ
て
天
才
(
g
㌢
i
e
)
と
い
う
素
質
･
才
能
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
､

し
か
し
な
が
ら
そ
の
天
才
の
み
で
は
垂
術
は
作
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
､
規
則
(
r
訂
-
e
)
が
絶
対
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
､

こ
の
<
親
側
に
従
う
こ
と
二
a

s
O
u
ヨ
i
s
s
i
O
n
が
ー
a

r
紆
-
e
)
>
こ
そ
が
古
典
主
義
的
ク
レ
ド
の
本
質
的
箇
条
で
あ
る
｡

ぎ

諸
規
則
の
内
の
第
一
の
も
の
は
､
模
倣
(
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
コ
)
の
規
則
で
あ
る
｡
こ
れ
は
二
重
に
適
用
さ
れ
､
一
方
に
お
い
て
は
理
想

的
自
然
(
コ
a
t
u
r
e

id㌻-e)

の
模
倣
で
あ
り
､
他
方
に
お
い
て
は
天
才
を
も
っ
て
い
た
先
人

(
d
e
く
a
コ
C
i
e
r
s
)
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
モ
デ
ル
(
ヨ
O
d
か
ー
e
s
)

と
し
て
の
作
品
の
模
倣
で
あ
る
｡

ヂ

模
倣
に
お
い
て
､
真
実
ら
し
さ
(
く
r
a
i
s
e
ヨ
b
-
a
コ
C
e
)

と
｢
良
い
作
法
｣
(
b
i
e
コ
S
㌻
コ
C
e
S
)

と
い
う
二
つ
の
綻

(
p
r
飢

c
e
p
t
e
)
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ず
､
こ
の
両
者
こ
そ
が
詩
を
歴
史
的
付
帯
的
な
次
元
か
ら
普
遍
的
典
型
(
t
y
p
e

u
コ
i
く
e
r
S
e
こ
の
次
元

に
高
め
る
も
の
で
あ
る
｡

ぎ

心
的
傾
向

(
d
i
s
p
O
S
i
t
i
O
コ
)
の
法
則
に
よ
っ
て
も
ま
た
こ
の
普
遍
的
な
る
も
の
へ
の
関
心
は
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
詩

は
情
念
(
p
a
s
s
i
O
n
S
)
の
研
究
の
上
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
℃



プ
レ
イ
は
こ
の
よ
う
に
古
典
主
義
理
論
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
り
､
さ
ら
に
こ
の
要
約
か
ら
は
表
面
的
に
は
外
さ
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
本
論
第
二
部
｢
古
典
主
義
理
論
の
基
礎
｣
に
お
い
て
我
々
は
｢
古
典
主
義
的
合
理
主
義
｣
(
-
e

r
a
t
i
O
コ
a
〓
s
m
e

c
-
a
s
s
i
q
u
e
)

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
㌘
､
こ
の
理
性
を
土
台
と
す
る
と
こ
ろ
の
古
典
主
義
理
論
の
整
合
的
な
妄
体
系
に
お
い
て
､
最
も

狭
義
な
意
味
に
お
い
て
も
な
お
古
典
主
義
的
な
る
理
論
と
し
て
､
そ
の
後
の
歴
史
に
お
い
て
も
最
も
ロ
マ
ン
主
義
者
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
理

論
は
≡
単
一
の
規
則
(
r
針
-
e d
e
s

t
r
O
i
s
亡
n
i
t
㌻
)

で
あ
る
｡

さ
て
､
我
々
は
こ
の
プ
レ
イ
に
よ
る
要
約
を
さ
ら
に
哲
学
的
見
地
か
ら
再
構
成
し
て
み
た
い
｡
と
い
う
の
も
プ
レ
イ
は
純
粋
に
文
学
史

家
と
し
て
莫
証
的
に
考
え
う
る
最
大
限
に
豊
富
な
原
資
料
を
駆
使
し
て
､
ま
こ
と
に
美
事
な
古
典
主
義
理
論
研
究
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ

る
が
､
そ
の
古
典
主
義
理
論
像
は
以
上
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
､
純
粋
に
文
学
理
論
と
し
て
の
創
作
論
と
し
て
の
全
体
像
を
呈

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
哲
学
的
根
拠
の
上
に
立
つ
美
学
的
全
体
像
で
は
な
い
の
で
あ
り
､
正
に
こ
の
莫
学
的
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
そ
､
我
々
は
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
古
典
主
義
･
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
こ
と
を
語
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
｡

古
典
主
義
理
論
の
最
も
根
底
に
存
し
て
い
る
理
論
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
先
に
要
約
紹
介
し
た
諸
々
の
理
論
が
そ
こ
か
ら
導
出
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
㌣
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
結
論
を
先
に
の
べ
て
し
ま
え
ば
､
自
然
の
模
倣
(
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
■

■
コ
a
t
亡
r
a
e
)

の
理
論
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
S
c
a
〓
g
e
r
が
美
事
に
論
定
し
て
い
る
よ
う
に
､
古
代
人
の
模
倣
(
i
m
i
t
a
t
i
O
コ
d
e
s

A
n
c
i
e
n
s
)

の
哲
学
的
根
拠
は
､
古
代
人
が
美
事
に
自
然
の
模
倣
を
成
し
遂
げ
､
自
然
に
お
け
る
不
完
全
な
る
も
の
や
混
乱
を
既
に
排
除
し
て
理
想
的

自
然
と
い
う
第
二
の
自
然
(
亡
コ
e

S
e
C
O
コ
d
e
n
a
t
亡
r
e
)
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
と
い
う
事
の
内
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
帽
し
ま
た

天
才
の
み
な
ら
ず
創
作
技
法
論
上
の
諸
規
則
が
絶
対
視
さ
れ
る
と
い
う
事
も
､
実
は
い
か
に
し
て
自
然
そ
の
も
の
を
主
観
的
悉
意
性
を
排

除
し
て
模
倣
す
る
か
､
と
い
う
反
主
観
主
義
的
志
向
に
よ
っ
て
､
少
く
と
も
原
理
的
に
は
､
出
来
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
ま
た

芸
術
の
目
的
は
教
化
に
存
す
る
と
い
う
道
徳
主
義
的
効
用
主
義
に
つ
い
て
も
､
も
し
人
が
真
･
善
･
美
の
三
位
一
体
を
認
め
る
な
ら
ば
本

質
的
自
然
の
模
倣
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
､
善
を
現
前
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
事
は
当
然
の
事
で
あ
る
の
で
あ
陀
､
さ
ら
に
理
性
の
尊
重
と

九七
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い
う
事
も
､
自
然
は
本
質
的
に
は
何
一
つ
誤
ま
っ
た
こ
と
を
せ
ず
､
自
然
の
深
層
的
本
質
に
達
し
う
る
能
力
は
ま
ず
第
一
に
理
性
で
あ
る

と
い
う
事
を
認
め
る
な
ら
ば
当
然
の
事
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
ま
た
､
真
実
ら
し
さ
と
良
い
作
法
と
が
模
倣
理
論
よ
り
要
請
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
プ
レ
イ
に
よ
っ
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
り
､
ま
た
情
念
の
研
究
に
つ
い
て
も
､
そ
の
情
念
が
作
者
自
身
の

主
観
的
情
念
の
吐
露
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
情
念
で
は
全
く
な
く
し
て
､
そ
の
反
対
に
人
間
と
し
て
の
普
遍

的
な
る
情
念
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
し
て
自
然
が
単
に
人
間
に
と
っ
て
の
対
象
的
自
然
な
の
で
は
な
く
し
て
人
間
を
も
含
み
込
ん

だ
と
こ
ろ
の
宇
宙
的
な
る
自
然
で
あ
る
以
上
､
こ
の
よ
う
な
情
念
の
研
究
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
自
然
の
本
性
の
研
究
の
一
つ
で
あ
る
の

で
あ
っ
て
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
る
情
念
を
現
出
せ
し
め
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
自
然
の
模
倣
を
行
う
と
い
う
こ
と
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

以
上
穐
め
て
概
略
的
に
古
典
主
義
理
論
の
㌣
≡
と
し
て
の
自
然
模
倣
論
に
つ
い
て
論
定
し
て
き
た
｡
こ
の
論
定
の
上
に
立
っ
て
､
次

の
よ
う
に
古
典
主
義
理
論
体
系
を
図
式
化
し
て
み
た
い
｡

三単一

道 徳

良い作法真実らしさ

図
式
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
､
自
然
模
倣
論
は
プ
レ
イ
の
の
べ
て

い
る
如
き
｢
規
則
の
内
の
第
一
番
目
の
も
の
｣
二
a

p
r
e
ヨ
i
㌢
e

d
e
s

r
か
g
-
e
鞄
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
､
全
理
論
の
根
源
で
あ
る
｡
規
則
の
重
要

性
は
､
こ
の
自
然
模
倣
を
理
性
を
介
し
て
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
､
ま
た
古
代

人
の
模
倣
と
い
う
層
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
て
も
､
共
に
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
､
そ
の
規
則
の
内
の
主
要
な
る
も
の
は
､
真
実
ら
し
さ
の
規
則
､

良
い
作
法
の
規
則
､
そ
し
て
三
単
一
の
規
則
で
あ
る
｡
(
プ
レ
イ
は
こ
の
外
に

第
三
部
｢
古
典
主
義
理
論
の
一
般
的
規
則
｣
〓
e
s

r
紆
-
e
s

g
e
コ
e
r
a
-
e
s

d
m
-
a

d
O
C
t
r
i
コ
e

C
-
a
s
s
i
q
u
e
)

に
お
い
て
｢
驚
異
的
な
る
も
の
｣
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〓
e
ヨ
e
r
く
e
i
〓
e
u
ユ
並
び
に
｢
キ
リ
ス
ト
教
的
詩
｣
(
-
a

p
O
e
S
i
e

c
h
r
㌣
i
e
コ
コ
e
)

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
早
を
立
て
て
い
る

が
､
ど
ち
ら
の
問
題
も
重
要
性
に
お
い
て
主
要
な
る
前
≡
老
に
劣
る
も
の
で
あ
り
､
広
い
意
味
に
お
い
て
は
｢
驚
異
的
な
る
も
の
｣
は
真

実
ら
し
さ
の
問
題
の
内
に
入
り
､
｢
キ
リ
ス
ト
教
的
詩
｣
の
問
題
は
｢
驚
異
的
な
る
も
の
｣
と
連
関
し
て
新
旧
論
争
的
な
問
題
で
あ
る
の

で
あ
っ
て
､
こ
れ
ま
た
広
義
に
お
け
る
真
実
ら
し
さ
の
問
題
圏
内
に
入
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
今
こ
こ
に
お
い
て
は
論
じ
立
て
な
い

こ
と
に
し
た
い
)
そ
し
て
､
良
い
作
法
の
問
題
が
直
接
的
に
道
徳
の
問
題
と
連
関
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

二
､
デ
ィ
ド
ロ
美
学
と
古
典
主
義
に
つ
い
て

さ
て
以
上
の
如
く
に
し
て
確
認
さ
れ
た
古
典
主
義
諸
理
論
と
､
デ
ィ
ド
ロ
兼
学
と
の
関
係
は
い
か
な
る
関
係
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
は

デ
ィ
ド
ロ
美
学
全
体
に
つ
い
て
の
我
々
の
研
究
｢
デ
ィ
ド
ロ
美
学
の
根
本
構
造
戎
を
踏
ま
え
て
､
個
々
の
理
論
を
順
次
､
デ
ィ
ド
美
学

と
対
照
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
｡

ま
ず
古
典
主
義
理
論
の
根
源
と
し
て
の
自
然
の
模
倣
論
は
既
に
上
記
論
文
に
お
い
て
詳
述
し
た
如
く
､
デ
ィ
ド
ロ
美
学
の
根
本
的
美
学

理
論
で
あ
り
､
こ
の
点
に
関
し
て
は
デ
ィ
ド
ロ
は
完
全
に
古
典
主
義
的
で
あ
る
｡
全
体
を
一
貫
し
て
い
る
自
然
榎
倣
論
の
表
明
個
所
の
内
､

こ
こ
で
は
た
だ
一
つ
そ
の
表
明
の
典
型
的
な
個
所
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡

｢
普
通
の
あ
り
ふ
れ
た
自
然
(
-
a
コ
a
t
u
r
e

C
O
ヨ
∋
u
コ
e
)

が
垂
術
の
最
初
の
モ
デ
ル
ご
e

p
r
e
ヨ
i
e
r
ヨ
O
d
ご
e
)
で
あ
っ
た
｡

よ
り
普
通
で
な
く
あ
り
ふ
れ
て
い
な
い
自
然
の
模
倣
の
成
功
が
､
選
択
と
い
う
こ
と
二
e

c
h
O
i
X
)

の
強
み
(
a
く
a
コ
t
a
g
e
)
を
感
得

さ
せ
た
｡
そ
し
て
最
も
厳
密
な
選
択
が
､
人
を
､
美
化
す
る
(
e
m
b
e
≡
r
)

と
い
う
必
然
､
或
い
は
別
言
す
れ
ば
､
自
然
が
数
多
く
の

個
物
の
中
に
の
み
散
在
さ
せ
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
美
を
た
だ
一
つ
の
対
象
の
内
に
集
め
る
と
い
う
必
然
に
導
い
た
の
で
あ
っ

た
｡
さ
て
し
か
し
､
(
そ
の
よ
う
に
)
様
々
の
異
な
っ
た
モ
デ
ル
か
ら
借
用
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
か
く
も
多
く
の
諸
部
分
の
間
の
統
一

(
u
n
i
t
飢
)
を
､
人
は
い
か
に
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
時
の
仕
業
(
O
u
く
r
a
g
e
d
u

teヨpS)なのであっ警

九九



一
〇
〇

こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
､
蛮
術
を
自
然
の
模
倣
に
よ
る
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
し
か
も
そ
の
模

倣
は
､
枚
械
的
写
真
的
表
面
的
な
模
写
で
は
全
く
な
く
し
て
､
自
然
の
深
層
的
本
質
の
模
倣
で
あ
り
､
本
質
的
な
る
も
の
の
み
を
抽
象
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
純
粋
に
美
的
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
模
倣
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
選
択
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
古
典

主
義
理
論
に
お
け
る
模
倣
理
論
と
完
全
に
同
一
で
あ
る
模
倣
理
論
を
デ
ィ
ド
ロ
は
う
ち
立
て
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
デ
ィ
ド

ロ
の
自
然
模
倣
論
と
､
古
典
主
義
に
お
け
る
自
然
模
倣
論
は
､
全
て
の
点
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
の
で
は
な
い
｡
模
写
で
は
全
く
な
い
模

倣
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
に
せ
よ
､
選
択
に
お
け
る
対
象
が
両
者
に
お
い
て
は
異
な
る
原
理
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
古
典
主
義
に
お
い
て
は
プ
レ
イ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
自
然
模
倣
論
に
対
し
て
二
つ
の
制
限
(
r
e
s
t
r
i
?

t
i
O
n
)

が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
第
一
に
は
美
化
す
る
と
い
う
こ
と
､
第
二
に
は
｢
良
い
｣
対
象
を
の
み
模
倣
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
帽
､
こ
の
第
一
に
関
し
て
は
確
か
に
デ
ィ
ド
ロ
も
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
第
二
の
点
に
関
し
て

は
､
そ
れ
が
当
時
の
社
会
的
で
一
般
的
な
常
識
的
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
考
え
に
対
し
て
そ
れ
を
認
め
､
そ
の
受
け
入
れ
ら
れ
た
る
常

識
に
従
う
こ
と
を
蛮
術
家
に
強
い
る
が
ゆ
え
に
､
到
底
テ
ィ
ド
ロ
の
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
は
､
か
く

し
て
､
良
い
作
法
(
b
i
e
n
s
㌻
コ
C
e
)
の
問
題
で
あ
る
の
で
あ
り
､
二
ア
ィ
ド
ロ
ど
古
典
主
義
と
の
最
大
の
相
違
点
は
正
し
く
､
古
典
主
義

が
良
い
作
法
を
極
め
て
重
視
す
る
の
に
対
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
が
そ
の
よ
う
な
絡
殊
時
代
的
制
約
を
帯
び
や
す
い
因
襲
的
な
制
約
を
認
め
な

か
っ
た
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
確
か
に
､
も
し
古
典
主
義
理
論
に
お
け
る
良
い
作
法
が
真
に
そ
の
時
代
の
享
受
者
の
側
の

本
質
的
な
る
諸
問
題
に
対
し
て
開
か
れ
た
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
､
そ
し
て
さ
ら
に
各
時
代
時
代
の
変
遷
に
応
じ
て
実
質
的

内
容
が
対
応
し
て
変
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
､
何
ら
デ
ィ
ド
ロ
は
良
い
作
法
と
い
う
対
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
制

限
を
拒
否
す
る
理
由
を
有
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
社
会
の
現
実
と
離
れ
た
垂
術
を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
全
く
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
｡
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
お
い
て
は
､
良
い
作
法
と
は
極
め
て
表
面
的
な
因
襲
的
制
約
を
垂
術
家
に
課
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
､
さ
ら
に
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
は
､
一
度
定
め
た
制
約
を
時
代
の
変
化
に
も
拘
ら
ず
墨
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
一
七
世



紀
の
極
く
少
数
の
貴
麒
を
相
手
に
し
て
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
特
殊
一
七
世
紀
的
な
制
限
内
容
を
､
一
八
世
紀
に
お
け
る
垂
術
活
動
(
特

に
演
劇
)

に
強
制
す
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
出
来
し
た
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
デ
ィ
ド
ロ
は
､
古
典
主
義
の
内
の
こ
の
規
則
を
拒
否
し
た

の
で
あ
っ
た
｡
上
記
論
文
に
お
い
て
の
べ
て
お
い
た
よ
う
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
『
｢
私
生
児
｣
に
つ
い
て
の
対
話
』
に
お
い
て
演
劇
革
新
論

を
立
て
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
は
当
代
の
生
き
ら
れ
た
現
実
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
特
殊
一

七
世
紀
的
な
良
い
作
法
の
規
則
は
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
演
劇
革
新
論
は
し
か
し
な
が
ら
､
古
典
主
義
の
内
の
最
も
古
典
主
義
的
な
る
演
劇
論
的
規
則
た
る
と
こ
ろ
の
三
単
一
の
規

則
を
拒
否
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
テ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
如
く
に
の
べ
て
い
る
｡

｢
も
し
出
来
事
が
二
週
間
続
い
た
な
ら
ば
､
上
浜
に
対
し
て
も
同
量
の
持
続
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
な
た
は
思
っ
て
い
る
の

で
す
か
｡
(
…
)
も
し
出
来
事
が
家
の
内
の
様
々
な
場
所
で
生
起
し
た
の
な
ら
ば
､
私
は
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
そ
れ
と
同
じ
空
間
の
上
に

繰
り
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
あ
な
た
は
考
え
る
の
で
す
か
｡
三
単
一
の
規
則
は
､
遵
守
し
に
く
い
も
の
で
す
が
､
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は

思
慮
分
別
の
あ
る
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
す
甥

即
ち
､
デ
ィ
ド
ロ
は
三
単
一
の
規
則
を
演
劇
構
造
論
と
し
て
十
分
積
極
的
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
の
演
劇
革
新
論
は
そ

の
よ
う
な
構
造
面
に
お
い
て
で
は
な
く
､
劇
の
内
容
の
生
き
ら
れ
た
現
実
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
論
と
し
て
立
て
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
の
で

あ
っ
て
､
こ
の
≡
単
一
の
規
則
の
積
極
的
擁
護
と
い
う
点
に
お
い
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
完
全
に
ロ
マ
ン
主
義
と
対
立
し
､
古
典
主
義
の
側
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
残
る
代
表
的
規
則
た
る
と
こ
ろ
の
真
実
ら
し
さ
の
規
則
に
関
し
て
は
デ
ィ
ド
ロ
は
如
何
に
の
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の

点
に
関
し
て
も
詳
し
く
は
上
記
論
文
を
見
て
い
た
だ
く
外
な
い
が
､
た
だ
結
論
的
に
の
べ
れ
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
真
実
ら
し
さ
と
い
う

概
念
を
極
め
て
哲
学
的
に
深
い
意
味
に
お
い
て
積
極
的
に
論
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
に
お
い
て
古
典
主
義
の
内
の
最

良
の
部
分
と
同
一
的
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
｡



一
〇
二

｢

(
…
)

出
来
事
の
連
鎖
は
､
自
然
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
我
々
の
眼
か
ら
逃
れ
去
っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
我
々
は
諸
事
物
の
全
体
を

認
識
す
る
こ
と
が
な
い

(
…
)

の
に
対
し
て
､
詩
人
こ
そ
は
､
己
れ
の
作
品
の
全
織
物
的
構
造
(
t
O
u
言
-
a

t
e
芝
u
r
e
)

に
お
い
て
､

明
白
で
感
知
し
う
る
或
る
一
つ
の
連
鎖
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
詩
人
は
､
歴
史
家
よ
り
も
よ
り
真
実

(
く
r
a
i
)
で
は
な
く
､
そ
し
て
よ
り
真
実
ら
し
い
(
く
r
a
i
s
e
ヨ
b
-
a
b
-
e
)

の
で
あ
る
増

一
読
し
て
明
白
な
如
く
､
こ
れ
は
極
め
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
､
歴
史
と
詩
と
の
比
較
論
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
は
よ
り
哲
学
的
な
も

の
と
し
て
詩
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
考
察
の
根
底
に
は
､
真
実
ら
し
さ
を
､
単
な
る
真
実
(
く
r
a
i
)

の
域
を
超
え
て
真

(
く
か
r
i
t
か
)
に
向
か
う
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
真
実
ら
し
さ
論
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に
､
古
典
主
義
に
お
け
る
贅
術
の
目
的
た
る
と
こ
ろ
の
道
徳
的
教
化
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
立
場
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
に

つ
い
て
も
こ
こ
に
お
い
て
は
結
論
的
に
の
べ
る
外
な
い
の
で
あ
る
が
､
デ
ィ
ド
ロ
は
垂
術
の
こ
の
対
社
会
的
機
能
を
十
分
に
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
｡
一
例
を
挙
げ
た
い
｡

｢
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ソ
は

(
人
々
の
)

心
の
中
に
徳
の
胚
種
(
g
e
r
ヨ
e

d
e
く
e
r
t
u
S
)

を
播
く
｡
そ
の
胚
種
は
､
は
じ
め
は
何
事
を
も

為
さ
ず
に
眠
り
(
O
i
s
i
f
)
､
静
か
で
あ
っ
て
､
そ
こ
に

(
心
の
中
に
)
秘
か
に
存
在
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
状
態
は
､
そ
れ
ら
の
胚
種

を
揺
り
動
か
し
開
花
せ
し
め
る
あ
る
機
会
が
出
現
す
る
ま
で
続
く
｡
そ
の
機
会
が
到
来
す
る
と
､
胚
種
は
自
ら
展
開
し
､
そ
し
て
人
々
は
､

そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
数
列
ぎ
で
も
っ
て
､
善
(
-
e
b
i
e
コ
)
の
方
に
運
ば
れ
高
め
ら
れ
る
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
甥

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
蛮
術
作
品
は
､
人
々
を
し
て
善
に
向
か
わ
し
め
る
力
を
有
す
る
ほ
ど
に
も
真
的
で
あ
り
､
美
的
で
あ
る
､
と
い
う

事
を
テ
ィ
ド
ロ
は
こ
こ
で
の
べ
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
の
立
場
は
､
其
･
善
･
実
の
三
位
一
体
論
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
｡

さ
て
､
理
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
古
典
主
義
的
立
場
は
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
秒
間
題
も
結
論
的
に

の
べ
る
外
な
い
の
で
あ
る
が
､
理
性
が
､
自
然
の
本
質
に
到
達
す
る
能
力
で
あ
る
以
上
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
十
分
に
古
典

主
義
的
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
但
し
､
理
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
計
算
的
な
る
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
悟
性
と
区
別
さ
れ
た
意



味
に
お
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
ア
ン
ト
ゥ
ジ
ア
ス
ム
を
十
分
に
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
の
ア
ン

ト
ゥ
ジ
ア
ス
ム
重
視
論
と
理
性
重
視
論
と
は
両
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
古
典
主
義
に
お
い
て
も
､
例
え
ば
ポ
ワ
ロ
-
は
次
の

よ
う
に
の
べ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

｢
天
よ
り
の
秘
や
か
な
る
感
応
力
を
受
け
ず
､
生
れ
の
星
に
よ
っ
て
詩
人
と
な
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
､
彼
(
作
家
)

は
い
つ
も
囚
れ
び

と
､
己
が
乏
し
き
天
分
に
唱

即
ち
､
.
後
年
ロ
マ
ン
派
か
ら
規
則
一
点
張
り
の
元
凶
と
し
て
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ポ
ワ
ロ
一
に
お
い
て
も
､
当
然
な
が
ら
ア
ン
ト

ゥ
ジ
ア
ス
ム
の
擁
護
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
立
場
と
デ
ィ
ド
ロ
の
立
場
と
は
同
一
的
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
こ
で
一
つ
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
が
存
す
る
｡
そ
れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
は
理
性
を
尊
重
し
た
が
､
そ
れ
は
規
則
を
全
面
的

に
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
は
良
い
作
法
的
規
則
､
因
襲
的
で
形
骸
化
し
た
規
則
を
攻
撃

し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
三
単
一
の
規
則
の
如
き
拘
束
的
で
は
あ
っ
て
も
本
質
的
な
る
意
味
を
有
す
る
規
則
は
尊
重
す
る
が
､

も
は
や
意
味
を
失
っ
た
規
則
な
ど
に
対
し
て
は
､
デ
ィ
ド
ロ
は
断
固
反
対
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
と
古
典
主
義

者
と
は
､
そ
れ
ゆ
え
､
創
作
者
の
主
観
的
な
思
い
を
吐
露
す
れ
ば
そ
れ
で
蛮
術
に
な
り
う
る
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
見
解
に
反
対
す
る
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
同
一
的
で
あ
り
､
規
則
に
従
う
こ
と
が
一
義
的
に
重
要
で
あ
る
か
､
そ
れ
と
も
真
の
理
性
の
上
に
立
つ
規
則
の
み
を

尊
重
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
､
同
一
的
と
は
言
い
切
れ
な
い
場
合
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
古
代
人
の
模
倣
と
い
う
点
に
お
い
て
は
デ
ィ
ド
ロ
は
い
か
な
る
論
定
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
上
記
論
文
に

お
い
て
詳
述
し
た
如
く
､
デ
ィ
ド
ロ
は
徹
底
的
に
､
古
代
人
の
模
倣
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
一
例
の
み
を
挙
げ
て
お
き
た
い
｡

｢
先
駆
者
た
ち
の
､
盲
従
的
(
s
e
r
く
〓
e
)
で
は
と
ん
ど
馬
鹿
で
し
か
な
い
模
倣
老
ら
は
､
自
然
を
既
に
完
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と

し
て
学
ぶ
の
で
あ
り
､
完
成
可
能
な
も
の
と
し
て
学
ぶ
の
で
は
な
い
｡
彼
ら
は
自
然
を
､
理
想
的
モ
デ
ル
･
真
の
線
に
近
づ
く
た
め
に
で

は
な
く
､
そ
の
理
想
的
モ
デ
ル
を
所
有
し
た
人
々
の
作
っ
た
模
写
に
仔
細
に
近
づ
く
た
め
に
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
甥

一
〇
三



一
〇
四

古
典
主
義
に
お
い
て
は
あ
れ
程
尊
重
さ
れ
､
蛮
術
の
実
践
的
創
作
方
法
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
方
法
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
古
代
人
の

模
倣
は
､
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
は
､
自
然
の
模
倣
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
､
完
全
に
そ
の
意
義
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
勿
論

デ
ィ
ド
ロ
は
､
古
代
人
の
創
造
し
た
蛮
術
作
品
自
体
が
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
む

し
ろ
逆
に
古
代
人
こ
そ
は
､
当
の
古
代
人
に
と
っ
て
の
古
代
人
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
､
自
ら
の
限
で
も
っ
て
自
然
そ
の
も

の
を
見
､
一
望
歩
苦
労
し
な
が
ら
そ
の
本
性
へ
と
達
す
る
こ
と
の
で
き
た
特
権
的
な
人
々
で
あ
る
と
さ
え
､
デ
ィ
ド
ロ
は
の
べ
て
い
謂

の
で
あ
り
､
作
品
そ
の
も
の
の
価
値
と
し
て
は
､
む
し
ろ
古
代
人
の
作
品
の
方
を
高
く
評
価
し
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
論
定
は
､
ひ
と
え
に
､
古
代
人
が
｢
自
分
の
限
で
も
っ
て
｣
自
然
を
､
､
､
-
メ
ー
シ
ス
し
た
の
で
あ
る
､
と
い
う
点
に
根
本
的
に
は

関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
実
は
こ
の
｢
自
分
(
ヨ
⊆
.
ど
の
も
っ
て
い
る
意
義
こ
そ
が
､
我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
の
ロ
マ
ン
主

義
的
側
面
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡

三
､
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
両
立
性
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
､
極
め
て
概
略
的
で
は
あ
る
が
､
ロ
マ
ン
主
義
を
以
下
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
規
定
し
た
い
｡

f

創
作
す
る
主
観
が
､
想
像
力
に
よ
っ
て
､
自
ら
の
内
面
を
表
現
し
､
外
在
化
し
､
物
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
蛮
術
創
造
で
あ
る
と

す
る
こ
と
｡

グ

無
限
(
-
､
i
コ
f
i
コ
i
)

に
憬
れ
る
こ
と
｡

勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
何
ら
学
問
的
論
証
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
が
､
現
時
点
に
お
け
る
我
々
の
ロ
マ
ン
主
義
に
関
す
る
見
解
は
以
上

の
よ
う
に
結
論
し
う
る
の
で
あ
り
､
第
一
点
に
関
し
て
は
､
古
典
主
義
が
原
理
的
に
は
先
在
す
る
実
在
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
が
芸
術
創
造
で

あ
る
と
す
る
事
と
完
全
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
第
二
点
に
関
し
て
は
､
古
典
主
義
が
制
限
･
限
定
を
強
く
希
求
し
､
確
定
さ
れ

た
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
有
限
こ
e

f
i
コ
i
)

に
向
か
う
と
い
う
事
と
完
全
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
し
て
さ
ら
に



の
べ
れ
ば
､
こ
の
第
二
点
と
第
一
点
と
は
､
相
互
的
に
補
完
的
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
ロ
マ
ン
主
義
は
､
主
観
が
い
わ
ば
物
を
創
出

す
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
そ
れ
は
主
観
が
強
力
で
あ
れ
ば
あ
る
は
ど
､
無
限
に
物
は
創
出
さ
れ
う
る
構
造
を
原
理
的
に
は
有
し
て
い
る

の
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
て
古
典
主
義
は
､
先
在
す
る
実
在
の
､
､
､
-
メ
ー
シ
ス
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
原
初
か
ら
有
限
性
が
前
提
さ

れ
て
い
る
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
デ
ィ
ド
ロ
美
学
は
､
上
述
し
た
如
く
､
古
典
主
義
的
性
格
を
､
自
然
模
倣
論
･
理
性
尊
重
論
･
真
実
ら
し
さ
論
･
三
単
一
規
則

論
･
道
徳
論
に
お
い
て
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
反
古
典
主
義
的
性
格
を
古
代
人
の
模
倣
の
否
定
論
･
良
い
作
法
の
否
定
論
･
非
規
則
第

一
主
義
的
傾
向
に
お
い
て
有
し
て
い
る
美
学
で
あ
る
｡
後
者
聖
二
点
の
内
､
さ
ら
に
後
者
の
二
点
は
､
特
殊
性
の
制
約
の
下
か
ら
蛮
術
を
救
い
､
現

実
に
即
し
た
聾
術
を
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
有
意
味
的
な
も
の
で
あ
り
､
残
る
一
老
即
ち
､
古
代
人
の
模
倣
の
否
定
論
は
､
.
垂
術
創
造
に
お
け
る
｢
自

己
｣
(
ヨ
O
i
)
の
重
要
性
の
論
と
し
て

ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
は
､
廃
墟
趣
味
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
､
こ
れ
は
無
限
へ
と
向
か
う
志
向
が
現
実
に
は
必
然
的
に
未
完
成
･
非
完
結
的
な
も
の
を
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
イ
ロ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
(
i
r
O
n
i
s
c
h
)

な
る
事
態
と
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
ま
た
そ
も
そ
も
､
上
記
論
文
に
お
い
て
我
々
が
デ
ィ
ド
ロ
美
学
の

根
本
的
形
而
上
学
と
し
て
認
め
た
と
こ
ろ
の
㌢

l…～
司
釘
を
志
向
す
る
実
在
美
と
は
､
一
に
お
い
て
全
を
､
即
ち
無
限
的
な
る
も
の
を

め
ざ
し
て
い
る
美
で
あ
る
の
で
あ
り
､
我
々
は
こ
の
点
に
お
い
て
ロ
マ
ン
主
義
的
性
格
を
認
め
る
着
で
あ
る
｡
こ
の
ヅ
､
さ
㌫
■
㌣
㌢
を
め

ざ
す
実
在
実
は
､
実
在
的
関
係
と
し
て
､
普
遍
的
な
る
法
則
と
関
わ
る
の
で
あ
り
､
こ
の
普
遍
的
法
則
と
は
､
全
宇
宙
の
無
限
に
連
関
し

合
う
と
こ
ろ
の
全
存
在
連
鎖
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
そ
の
無
限
性
に
お
い
て
ロ
マ
ン
主
義
と
関
わ
り
､
ま
た
そ
の
連
鎖
と
し

て
の
法
則
的
決
定
性
に
お
い
て
古
典
主
義
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
デ
ィ
ド
ロ
美
学
は
､
宇
宙
論
的
な
普
遍
的
法
則
性
と
い
う
点

に
お
い
て
､
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
を
両
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
､
こ
の
事
態
は
以
下
の
如
く
に
図
式
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
｡

か
く
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
美
学
は
古
典
主
義
･
ロ
マ
ン
主
義
を
両
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
な
が
ら
､
以
上
の
叙
述
を
通
し

て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
､
哲
学
的
に
は
テ
ィ
ド
ロ
美
学
は
､
､
､
､
-
メ
ー
シ
ス
論
と
し
て
完
全
に
古
典
主
義
的
な
る
原
理
の
上
に
立
つ
と

一
〇
五



一
〇
六

こ
ろ
の
美
学
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
点
で
あ
る
｡

結

論

デ
ィ
ド
ロ
美
学
は
一
言
で
言
え
ば
､
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の

間
に
､
美
学
理
論
と
し
て
は
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
し
て
そ
の

根
底
に
お
け
る
哲
学
的
立
場
と
し
て
は
完
全
に
古
典
主
義
的
な
も
の

で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ま
ず
第
一
に
自
然
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
論
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
根
底
的
に
古
典
主
義
的
な
る
も
の
で
あ
り
､
そ

の
上
に
立
っ
て
､
理
性
を
尊
重
し
､
真
実
ら
し
さ
を
擁
護
し
､
三
単

一
の
規
則
を
認
め
､
道
徳
的
教
化
と
い
う
蛮
術
の
機
能
を
認
め
る
点

に
お
い
て
古
典
主
義
的
で
あ
り
､
古
代
人
の
模
倣
論
を
拒
否
す
る
事

に
お
い
て
自
己
自
身
の
重
要
性
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
ロ
マ

ン
主
義
的
で
あ
り
､
さ
ら
に
廃
墟
趣
味
､
ま
た
そ
も
そ
も
㌢
…
～

㌫
亡
的
実
在
的
関
係
の
､
宇
宙
論
的
な
全
性
即
ち
無
限
性
に
向
か
う

と
こ
ろ
の
も
の
の
重
要
性
に
お
い
て
､
ロ
マ
ン
主
義
的
な
る
美
学
で

あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
両
者
は
祀
て

…
～
司
釘
と
し
て
､
普

遍
的
法
則
と
し
て
､
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
全
体
と
し
て

デ
ィ
ド
ロ
美
学
は
一
つ
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
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八

(
こ
の
小
論
は
､
上
記
註
㈱
の
修
士
学
位
論
文
提
出
の
の
ち
程
な
く
し
て
脱
稿
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
文
中
に
し
ば
し
ば
註
㈱
論
文
へ

の
言
及
が
為
さ
れ
て
い
る
の
は
､
こ
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
す
｡
尚
､
実
在
実
の
㌢
…
～
司
㌢

性
に
つ
い
て
は
､
拙
論
｢
デ
ィ
ド
ロ
美

学
に
お
け
る
関
係
の
概
念
に
つ
い
て
｣

(
『
美
学
』
一
二
六
号
)
を
､
ま
た
古
代
人
の
模
倣
論
と
理
想
的
モ
デ
ル
論
に
つ
い
て
は
､
拙
論

｢
デ
ィ
ド
ロ
の
S
a
-
O
n

d
e
-
謡
→

に
お
け
る
<
理
想
的
モ
デ
ル
>
論
に
つ
い
て
｣

(
『
美
学
史
研
究
叢
書
』
第
七
揖
)

を
､
参
照
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
､
幸
い
に
存
じ
上
げ
ま
す
｡
)


